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中
原
淳
蔵
は
山
鹿
市
中
で
生
ま
れ
、明
治
四
年
新
設

の
熊
本
洋
学
校
に
一
期
生
と
し
て
入
学
、Ｌ
・
Ｌ 

・

ジ
ェ
ー
ン
ズ
か
ら
学
ぶ
。そ
の
後
工
部
大
学
校（
現
在
の

東
京
大
学
工
学
部
）機
械
科
に
進
学
。第
五
高
等
学
校
教

授
、東
京
工
業
学
校（
現
在
の
東
京
工
業
大
学
）教
授
を

経
て
、明
治
三
十
九
年
熊
本
高
等
工
業
学
校（
現
在
の
熊

本
大
学
工
学
部
）初
代
校
長
、明
治
四
十
四
年
九
州
帝
国

大
学
工
科
大
学（
現
在
の
九
州
大
学
工
学
部
）初
代
学
長

に
就
任
し
、明
治
以
後
の
日
本
の
近
代
工
業
推
進
の
た

め
の
人
材
を
育
成
し
た
。そ
の
間
、明
治
三
十
七
年
に
は

日
本
機
械
学
会
第
七
代
会
長
に
就
任
、日
本
に
お
け
る

機
械
工
学
分
野
の
研
究
を
先
導
し
た
。

中
原
は
英
語
に
優
れ
て
お
り
、明
治
五
年
、明
治
天

皇
熊
本
行
幸
に
あ
た
り
御
前
で
英
語
読
本
暗
唱
を

行
っ
た
。ま
た
、工
部
大
学
校
在
校
時
に
、現
在
、英
学

史
学
会
等
で
本
邦
最
初
期
の
翻
訳
と
し
て
評
価
の
高

い「
泰
西
名
士
鑑
」を
出
版
し
た
。明
治
三
十
四
年
工
学

博
士
、大
正
十
二
年
日
本
機
械
学
会
名
誉
員
、昭
和
三

十
八
年
熊
本
県
近
代
文
化
功
労
者
。
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生
い
立
ち

中
原
淳
蔵
は
安
政
三
年
（
一
八
五
六
年
）
、
父
左
七
郎
、
母
千
寿
の
長
男
と
し

て
熊
本
県
鹿
本
郡
大だ
い
道ど
う
村む
ら
中
（
現
在
の
山
鹿
市
中
）
に
生
ま
れ
ま
し
た
。
父
左
七
郎

に
は
、
自
分
が
教
育
を
十
分
受
け
ず
不
自
由
を
経
験
し
た
と
の
思
い
が
あ
り
、
淳
蔵

の
教
育
に
つ
い
て
は
熱
心
で
七
才
よ
り
山
鹿
町
医
師
入
江
玄げ
ん
叉さ

の
も
と
で
寺
子
屋

教
育
を
受
け
さ
せ
ま
し
た
。
寺
子
屋
で
は
、
ま
ず
、
い
ろ
は
よ
り
は
じ
ま
り
、
方

角
、
十
じ
ゅ
っ
干か
ん
十じ
ゅ
う

二に

支し

、
金
銭
受
取
、
な
ど
を
習
字
の
手
本
で
習
い
ま
し
た
。
八
歳
か
ら

は
四
書
五
経
を
習
い
ま
し
た
が
素そ

読ど
く
が
中
心
で
し
た
。
そ
の
こ
ろ
よ
り
武
術
と
し
て

剣
術
柔
術
槍そ
う
術じ
ゅ
つな
ど
も
習
い
ま
し
た
が
そ
の
方
は
あ
ま
り
上
達
し
な
か
っ
た
よ
う
で

す
。
十
一
才
（
慶
応
三
年
）
の
と
き
、
総そ
う
庄し
ょ
う

屋や

福ふ
く
田だ

春し
ゅ
ん

蔵ぞ
う
（
号
有
龍
）
管か
ん
轄か
つ
の
山
鹿

会か
い
所し
ょ
漢
学
塾
に
入
り
ま
し
た
。
福
田
は
明
治
元
年
（
一
八
六
八
）
に
玉
名
郡
肥こ
え
猪い

村
（
現
在
の
和
水
町
）
に
帰
り
家
塾
を
開
き
ま
し
た
。
中
原
も
入
塾
し
明
治
二
年

（
一
八
六
九
）
十
四
歳
ご
ろ
ま
で
在
塾
し
ま
し
た
。
塾
に
特
に
規
則
は
な
く
、
当
番

が
朝
夕
の
炊
事
を
担
当
し
、
午
前
中
は
清
掃
後
自
習
、
午
後
は
野
菜
耕
作
、
散
歩
・

遊
泳
な
ど
の
運
動
、
先
生
の
講
釈
は
月
二
、
三
回
で
朱し
ゅ
子し

学が
く
の
儒じ
ゅ
道ど
う
を
中
心
と
し
た

講
義
が
あ
り
ま
し
た
。
食
料
は
、
月
一
度
帰
省
し
て
米こ
め
粟あ
わ
一
斗
、
梅
干
、
胡
麻
塩
等

を
持
ち
帰
り
ま
し
た
。
実
家
の
あ
る
中
村
か
ら
片
道
三
里
（
十
二
㎞
）
の
山
道
を
食

料
を
入
れ
た
豪ご
う
傑け
つ
袋ぶ
く
ろを
背
負
い
、
両
刀
を
差
し
て
下
駄
で
往
復
し
た
と
い
い
ま
す
。

当
時
は
明
治
維
新
の
最
中
で
、
尊そ
ん
王の
う
攘じ
ょ
う

夷い

か
ら
開
国
進
取
へ
と
時
代
は
百
八
十
度
転

換
し
、
未み

曾ぞ

有う

の
変
化
の
時
期
で
し
た
。
山
里
の
塾
に
も
そ
の
波
は
押
し
寄
せ
、
中

原
も
先
輩
よ
り
維
新
の
情
勢
を
聞
き
田
舎
暮
ら
し
を
歯
が
ゆ
く
感
じ
て
い
た
と
回
顧

し
て
い
ま
す
。
明
治
三
年
（
一
九
七
〇
）
に
退
塾
し
て
生
家
に
帰
り
、
そ
こ
で
帳
附

け
（
会
計
）
、
む
ら
ゆ
き
（
農
事
監
督
）
な
ど
を
手
伝
っ
て
い
ま
し
た
。
因ち
な
み
に
中

原
家
は
、
代
々
鋳い

物も
の
業
を
営
む
大
地
主
で
苗
み
ょ
う
字じ

帯た
い
刀と
う
を
許
さ
れ
た
在ざ
い
御ご

家け

人に
ん
（
士

族
）
で
し
た
。

熊
本
洋
学
校
入
学
と
英
語
で
の
勉
学

明
治
四
年
（
一
九
七
一
）
九
月
、
中
原
は
新
し
く
開
校
さ
れ
た
熊
本
洋
学
校
に
第

一
期
生
四
十
六
名
の
一
人
と
し
て
入
学
し
ま
し
た
。
入
学
は
山
鹿
会か
い
所し
ょ
塾
で
教
え
を

受
け
、
洋
学
校
で
は
漢
学
教
師
兼
寄
宿
者
塾
頭
を
務
め
た
旧
師
の
兼か
ね
坂さ
か
淳じ
ゅ
ん

次じ

郎ろ
う
（
号

止
水
）
の
勧す
す
め
に
よ
る
も
の
で
し
た
。
入
学
後
中
原
は
、
同
じ
く
兼
坂
の
知
遇
を
得

て
い
た
小こ

崎ざ
き

弘ひ
ろ

道み
ち
と
と
も
に
寄
宿
舎
の
生
徒
取
締
（
塾
頭
補
佐
）
に
抜ば
っ
擢て
き
さ
れ
て

い
ま
す
。
た
だ
し
血け
っ
気き

盛
ん
で
規
則
破
り
も
多
か
っ
た
学
生
に
対
し
、
腕
っ
節
の
強

か
っ
た
小
崎
と
異
な
り
、
武
術
の
苦
手
な
中
原
が
そ
の
役
目
を
無
事
達
成
で
き
た
か

ど
う
か
は
解
り
ま
せ
ん
。

さ
て
、
洋
学
校
で
は
ア
メ
リ
カ
か
ら
招
い
た
教
師
Ｌ
・
Ｌ
・
ジ
ョ
ー
ン
ズ
に
通
訳

を
付
け
て
講
義
を
す
る
予
定
で
し
た
。
し
か
し
、
ジ
ェ
ー
ン
ズ
は
そ
れ
を
断
り
、
全

て
を
英
語
で
し
か
も
一
人
で
講
義
す
る
こ
と
と
し
ま
し
た
。
こ
れ
は
、
数
学
、
地
理

な
ど
を
通
訳
を
介
し
て
講
義
す
る
こ
と
は
内
容
を
知
ら
な
い
通
訳
に
は
所し
ょ
詮せ
ん
無
理
な

仕
事
だ
っ
た
か
ら
で
す
。
し
か
し
、
そ
の
た
め
に
は
、
学
生
に
ま
ず
英
語
を
教
え
な

け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
の
結
果
、
ａ
ｂ
ｃ
を
知
ら
な
い
日
本
人
が
、
日
本

語
を
全
く
話
さ
な
い
外
国
人
か
ら
英
語
を
習
う
と
い
う
真
剣
な
が
ら
滑こ
っ
稽け
い
な
授
業
が

始
ま
り
ま
し
た
。
最
初
に
黒
板
に
ａ
ｂ
ｃ
を
書
き
、
そ
れ
を
指
さ
し
て
教
師
が
エ
ー

と
い
え
ば
、
生
徒
一
同
が
そ
れ
に
呼
応

し
て
エ
ー
と
い
う
形
で
二
日
ば
か
り
で

二
十
六
文
字
を
覚
え
ま
し
た
が
、
発
音

が
難
し
く
、
例
え
ば
Ｌ
と
Ｒ
は
特
に
難

し
か
っ
た
と
い
い
ま
す
。
後
日
、
中
原
は
、

「
先
生
が
口
で
エ
ル
と
教
え
生
徒
が
そ

ちょっとコラム
熊本洋学校とジェーンズ;幕府寄

りで明治維新に乗り遅れた熊本藩

（明治四年以降は廃藩置県により

熊本県）が、明治三年（一九七○）横

井小楠の教えを受けた実学党のメ

ンバー（山田武甫、徳富一敬、竹崎

茶堂ら）に藩政改革を託しました。

彼らはその一環として、アメリカ留

学から帰国した小楠の甥横井大平

の進言を受け、西洋の学問を本格

的に学ぶための四年制の熊本洋

学校を設立しました。大平の紹介

でアメリカのウエストポイント陸軍

士官学校卒の陸軍大尉リロイ・L・

ジェーンズを教師に招き、明治四年

（一八七一）九月現在の熊本市古

城町に開校しました。今でいえば高

等学校レベルの学校です。

熊本洋学校教師館ジェーンズ邸（熊本市水前寺公園）

熊本洋学校教師 L.L.
ジェーンズ（ジェーンズ邸蔵）
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れ
を
復ふ
く
唱し
ょ
うし
た
と
き
。
思
わ
ず
ノ
ッ
ト
エ
ル
（
エ
ル
の
発
音
が
間
違
っ
て
い
る
と
い

う
こ
と
）
と
先
生
が
い
え
ば
、
生
徒
は
何
も
わ
か
ら
ず
異い

口く

同ど
う
音お
ん
に
ノ
ッ
ト
エ
ル
と

ま
ね
る
な
ど
、
先
生
の
苦
心
も
大
変
だ
っ
た
と
思
う
。
」
と
述
べ
て
い
ま
す
。
明
治

五
年
六
月
の
明
治
天
皇
熊
本
行
ぎ
ょ
う
幸こ
う
の
折
、
洋
学
校
に
も
臨り
ん
幸こ
う
さ
れ
ま
し
た
が
、
そ
の

時
、
中
原
は
阿
蘇
の
市
原
武
正
と
と
も
に
御ご

前ぜ
ん
で
英
語
読
本
の
暗
唱
を
行
っ
て
い
ま

す
。
入
学
し
て
わ
ず
か
十
カ
月
の
こ
と
で
し
た
。

洋
学
校
で
の
教
育
は
以
下
の
通
り
で
し
た
。
英
語
は
ス
ペ
リ
ン
グ
ブ
ッ
ク
よ
り

出
発
し
て
上
級
読
本
、
英
作
文
と
進
み
、
文
系
科
目
で
は
、
万
国
地
理
、
歴
史
、
英

文
学
、
自
然
科
学
に
つ
い
て
は
、
算
術
、
代だ
い
数す
う
、
幾き

何か

、
三
角
法
、
物
理
、
化

学
、
生
理
、
な
ど
を
ア
メ
リ
カ
か
ら
取
り
寄
せ
た
教
科
書
を
使
っ
て
学
習
し
ま
し
た
。

ジ
ェ
ー
ン
ズ
の
授
業
の
基
本
方
針
は
「
我
教
え
ず
自
ら
学
べ
」
で
大
変
厳
し
く
、
学

生
た
ち
も
必
死
で
勉
強
し
ま
し
た
が
、
四
十
六
名
の
入
学
者
の
う
ち
四
年
に
進
級

で
き
た
の
は
中
原
を
含
め
わ
ず
か
十
五
名
で
し
た
。
し
か
し
、
進
級
し
た
学
生
た

ち
の
英
語
の
上
達
と
学
力
の
向
上
は
目
覚
ま
し
い
も
の
で
し
た
。
中
原
は
「
三
年
間

で
、
先
生
の
話
も
わ
か
り
、
簡
単
な
会
話
作
文
も
で
き
、
英
語
の
小
説
を
読
ん
で
ほ

ぼ
理
解
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
全
て
ジ
ェ
ー
ン
ズ
先
生
の
教
育
の
お
蔭か
げ
で
あ

る
。
」
と
語
っ
て
い
ま
す
。

な
お
、
熊
本
洋
学
校
は
、
明
治
九
年
廃は
い

校こ
う
と
な
り
ま
し
た
。
直
接
の
理
由
は
、

ジ
ェ
ー
ン
ズ
が
自
宅
で
教
え
た
聖
書
を
勉
強
し
た
、
海え

老び

名な

弾だ
ん
正じ
ょ
う、
横よ
こ
井い

時と
き
雄お

、
徳と
く

富と
み
蘇そ

峰ほ
う
ら
三
十
五
名
の
学
生
が
、
花
岡
山
頂
で
奉ほ
う
教き
ょ
う

趣し
ゅ
意い

書し
ょ
に
署
名
し
キ
リ
ス
ト
教

に
入
信
し
た
た
め
で
す
。
こ
の
グ
ル
ー
プ
は
そ
の
後
新に
い
島じ
ま
襄じ
ょ
うが
設
立
し
た
京
都
の
同ど
う

志し

社し
ゃ
英
学
校
（
現
在
の
同
志
社
大
学
）
に
入
学
し
、
そ
こ
で
「
熊
本
バ
ン
ド
」
と
呼

ば
れ
ま
し
た
。
同
志
社
卒
業
後
、
教
育
、
学
術
、
政
治
経
済
、
言
論
、
宗
教
な
ど
の

各
界
で
活
躍
し
、
熊
本
洋
学
校
の
名
前
を
歴
史
に
残
す
役
割
を
果
た
し
ま
し
た
。
こ

の
こ
と
は
平
成
二
十
五
年
の
Ｎ
Ｈ
Ｋ
大
河
ド
ラ
マ
「
八や

重え

の
桜
」
で
も
取
り
上
げ
ら

れ
、
よ
く
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
が
、
次
に
述
べ
る
よ
う
に
中
原
は
そ
の
事

件
が
起
き
る
前
に
す
で
に
上
京
し
て
い
ま
し
た
。

工
部
大
学
校
へ
の
進
学

洋
学
校
は
四
年
制
だ
っ
た
の
で
、
明
治
七
年
（
一
八
七
四
）
九
月
四
年
次
に

進
級
し
た
学
生
は
卒
業
後
の
進
路
を
考
え
る
時
期
に
な
っ
て
い
ま
し
た
。
ち
ょ

う
ど
そ
の
時
、
洋
学
校
同
期
入
学
で
す
ぐ
退
学
し
て
上
京
し
工
部
大
学
校
（
現

在
の
東
京
大
学
工
学
部
）
に
入
学
し
た
竹た
け
下し
た

康や
す

之ゆ
き
が
病
気
療
養
の
た
め
帰
熊

し
、
お
城
近
く
の
病
院
に
入
院
し
て
い
ま

し
た
。
中
原
は
、
病
気
見
舞
い
に
行
っ
た
折
、

工
部
大
学
校
の
話
を
聞
き
そ
の
素
晴
ら
し

さ
に
心
が
動
き
ま
し
た
。
恩
師
ジ
ェ
ー
ン
ズ

が
い
つ
も
こ
れ
か
ら
は
技
術
者
が
日
本
に
必

要
と
い
っ
て
い
た
こ
と
も
あ
り
、
そ
こ
へ
の

進
学
を
決
意
、
す
ぐ
洋
学
校
に
退
学
届
を
出

し
、
秋
学
期
（
工
部
大
学
校
は
四
月
か
ら
が

新
学
期
）
に
復
学
す
る
竹
下
と
と
も
に
上
京

し
ま
し
た
。
当
時
、
東
京
ま
で
は
ま
ず
熊
本

の
百
ひ
ゃ
っ

貫か
ん
港こ
う
か
ら
長
崎
ま
で
船
で
行
き
、
そ
こ

か
ら
外
輪
汽
船
で
瀬
戸
内
海
を
経
由
し
て
の

約
一
週
間
の
大
旅
行
で
し
た
。
翌
明
治
八
年

（
一
八
七
五
）
三
月
中
原
は
、
工
部
大
学
校

機
械
科
に
合
格
し
ま
し
た
。
入
試
の
際
、
得

意
科
目
の
物
理
の
英
語
で
の
口
頭
試
験
が

素
晴
ら
し
か
っ
た
の
で
、
試
験
官
か
ら
誰
に

習
っ
た
か
と
聞
か
れ
、
熊
本
洋
学
校
の
Ｌ
・

Ｌ
・
ジ
ェ
ー
ン
ズ
氏
に
習
っ
た
と
胸
を
張
っ

て
答
え
た
こ
と
、
数
学
の
試
験
は
全
問
正
解

し
た
つ
も
り
だ
っ
た
が
、
裏
面
に
も
問
題
が
印
刷
し
て
あ
っ
た
の
を
う
っ
か
り
し
て

見
過
ご
し
て
い
た
こ
と
に
終
了
後
気
付
き
、
不
合
格
を
覚
悟
し
た
こ
と
な
ど
が
エ
ピ

ソ
ー
ド
と
し
て
残
っ
て
い
ま
す
。
し
か
し
中
原
は
全
体
の
一
番
で
合
格
し
て
い
ま
し

た
。
中
原
の
優
秀
さ
と
熊
本
洋
学
校
の
教
育
レ
ベ
ル
の
高
さ
を
示
す
も
の
で
し
た
。

工
部
大
学
校
は
明
治
三
年
（
一
八
七
〇
）
明
治
政
府
が
技
術
者
養
成
の
た
め
に

設
置
し
た
六
年
制
の
大
学
で
、
教
授
陣
と
し
て
英
国
グ
ラ
ス
ゴ
ー
大
学
か
ら
教
頭
と

な
っ
た
Ｈ
・
ダ
イ
ア
ー
以
下
八
名
を
招
き
学
校
の
創
設
全
般
を
委
託
し
ま
し
た
。
校

長
に
は
函は
こ
館だ
て
五ご

稜り
ょ
う

郭か
く
の
幕ば
く
府ふ

方
勇ゆ
う
将し
ょ
う

大お
お
鳥と
り
圭け
い
介す
け
が
任
命
さ
れ
ま
し
た
。
全
寮
制
で
学 工部大学校本館

泰西名士鑑表紙（国立国会
図書館デジタルライブラリ
より）
西洋の著名人士を紹介した
翻訳書。中原が工部大学校
在学中に翻訳した。乾立夫
も工部大学校学生で熊本以
来の友人であるが主に発行
を担当したと伝えられてい
る。我が国では中村敬宇の
「西国立志編」に次ぐ最初
期の翻訳である。
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生
は
全
額
公
費
支
給
生
と
な
り
、
そ
の
教
育
研
究
設
備
は
当
時
世
界
最
新
の
も
の
で

あ
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
中
原
は
そ
こ
で
充
実
し
た
学
生
生
活
を
送
り
、
明
治

十
五
年
（
一
八
八
二
）
一
等
卒
業
生
で
工こ
う
学が
く
士し

の
学
位
を
得
て
卒
業
し
ま
し
た
。
当

時
は
一
等
卒
業
生
の
み
に
工
学
士
が
授
与
さ
れ
ま
し
た
。

な
お
、
中
原
は
在
学
中
、
明
治
十
三
年
（
一
八
八
〇
）
に
、
西
欧
の
著ち
ょ
名め
い
な
科
学

者
、
政
治
家
、
文
人
ら
の
生
涯
や
業
ぎ
ょ
う

績せ
き
を
、
原
著
を
も
と
に
他
書
も
参
考
に
し
て
解

説
し
た
「
泰た
い
西せ
い

名め
い

士し

鑑か
ん
」
を
熊
本
洋
学
校
二
期
入
学
で
そ
の
後
工
部
大
学
校
化
学

科
に
転
じ
た
乾
い
ぬ
い
立た
つ
夫お

と
共
同
で
翻ほ
ん
訳や
く
出
版
し
て
い
ま
す
。
こ
の
出
版
は
、
日
本
英
学

史
研
究
の
分
野
で
現
在
大
き
く
評
価
さ
れ
て
い
ま
す
。
中
原
は
七
年
か
か
っ
て
工
部

大
学
校
を
卒
業
し
て
い
ま
す
が
、
彼
の
よ
う
な
秀
才
が
試
験
成
績
で
一
年
留
年
し
た

と
は
考
え
に
く
い
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
す
。
筆
者
の
推
測
の
域
を
出
ま
せ
ん
が
、
こ
の

「
泰
西
名
士
鑑
」
の
翻
訳
に
一
年
間
費
や
し
た
と
も
考
え
ら
れ
ま
す
。

実
業
・
第
五
高
等
学
校
時
代

工
部
大
学
校
卒
業
時
に
、
中
原
は
郷
き
ょ
う

里り

の
有
力
者
か
ら
菊
池
川
か
ら
の
揚よ
う
水す
い
・
灌か
ん

漑が
い
事
業
へ
の
参
加
を
勧か
ん
誘ゆ
う
さ
れ
ま
す
。
そ
の
た
め
卒
業
後
官か
ん
吏り

へ
の
就
職
を
断
っ
て

帰
郷
し
事
業
の
経
営
に
参
加
・
出
資
し
ま
す
が
、
わ
ず
か
一
年
で
失
敗
し
多
額
の
損

失
を
被こ
う
むり
ま
し
た
。
そ
の
後
は
、
家
業
の
鋳い

物も
の
会
社
を
経
営
す
る
傍か
た
わら
、
家
塾
を
開

い
て
近き
ん
在ざ
い
の
人
に
漢
学
英
語
数
学
な
ど
を
教
え
ま
し
た
。
し
か
し
、
同
期
生
た
ち
の

中
央
で
の
活
躍
を
聞
く
に
つ
け
、
心
中
穏
や
か
で
な
い
も
の
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
ま

す
。
こ
の
こ
と
を
後
年
中
原
は
「
経
験
を
積
む
た
め
に
就
職
し
て
一
苦
労
す
る
こ
と

を
し
な
か
っ
た
こ
と
を
後
悔
し
て
も
後
の
祭
り
だ
っ
た
。
若
く
し
て
功
を
急
ぐ
の
は

失
敗
の
も
と
で
あ
る
」
と
語
っ
て
い
ま
す
。
し
か
し
明
治
二
十
年
（
一
八
八
七
）
熊

本
に
第
五
高
等
学
校
（
現
在
の
熊
本
大
学
の
前
身
の
一
つ
）
が
開
校
さ
れ
る
こ
と
な

り
、
そ
の
こ
と
が
中
原
に
大
き
な
転
機
を
も
た
ら
し
ま
し
た
。
た
ま
た
ま
、
校
舎
建

築
の
た
め
来
熊
し
た
工
部
大
学
校
建
築
科
出
身
の
先
輩
久く

留る

正ま
さ
道み
ち
に
依
頼
し
、
そ
の

斡あ
っ
旋せ
ん
で
、
同
校
の
数
学
と
物
理
の
教
授
に
任
用
さ
れ
た
か
ら
で
す
。
こ
れ
を
機
会
に

中
原
は
そ
の
後
教
育
研
究
の
道
へ
進
む
こ
と
に
な
り
ま
す
。
五
高
在
任
は
約
三
年
と

短
い
期
間
で
し
た
。

東
京
工
業
学
校
時
代

明
治
二
十
三
年
（
一
八
九
〇
）
、
中
原
は
東
京
工
業
学
校
（
そ
の
後
東
京
高
等
工

業
学
校
と
な
る
。
現
在
の
東
京
工
業
大
学
の
前
身
）
機
械
工
芸
学
科
の
教
授
に
招
し
ょ
う

聘へ
い

さ
れ
ま
し
た
。
こ
こ
で
、
中
原
は
機
械
工
学
の
研
究
者
・
教
育
者
と
し
て
最
も
充
実

し
た
時
期
を
過
ご
す
と
と
も
に
、
そ
の
研
究
成
果
で
機
械
工
業
の
分
野
で
一い
ち
躍や
く
脚き
ゃ
っ

光こ
う

を
浴
び
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
『
日
本
自
動
車
百
年
史
』
に
次
の
記
述
が
あ
り
ま
す
。

「
ガ
ス
エ
ン
ジ
ン
を
国
産
し
た
最
初
期
の
も
の
と
思
わ
れ
る
の
は
、
東
京
工
業
学
校

（
現
在
の
東
京
工
業
大
学
）
が
、
明
治
二
十
五
年
（
一
八
九
二
）
に
製
作
し
た
ベ
ッ

ク
（
英
）
式
ガ
ス
エ
ン
ジ
ン
で
あ
る
。
こ
れ
は
工
部
大
学
校
（
現
在
の
東
京
大
学
工

学
部
）
出
身
の
工
学
士
中
原
淳
蔵
が
先せ
ん
導ど
う
と
な
り
、
東
京
工
業
学
校
機
械
工
芸
科
で

試
作
し
た
も
の
で
、
同
年
始
め
に
製
作
に
着
手
、
年
末
に
は
完
成
し
試
運
転
が
行
な

わ
れ
て
い
た
」
。
上
記
の
記
事
は

中
原
が
工
学
の
教
育
者
・
研
究
者

と
し
て
本
格
的
な
道
を
歩
み
だ
し
、

同
時
に
黎れ
い
明め
い

期き

に
あ
っ
た
日
本
の

機
械
工
業
界
で
一い
ち
躍や
く

注
目
を
集
め

た
こ
と
を
意
味
し
ま
す
。
研
究
面

の
み
な
ら
ず
、
教
育
面
で
は
、
技

術
系
学
生
の
た
め
に
日
本
で
初
め

て
力
学
の
教
科
書
「
実
用
力
学
」

を
出
版
し
ま
し
た
。
さ
ら
に
機
械

工
芸
学
科
長
と
し
て
学
校
の
整せ
い
備び

充
実
に
努
め
ま
し
た
。
こ
の
時
期

の
活
動
に
は
具
体
的
に
以
下
の
よ

中原が制作したベック式ガスエンジン設計図
（『日本自動車百年史』より）

（上）機械学会誌に発表されたガス
エンジンの論文（日本機械学会蔵）
（下）中原が著した力学教科書（国
立国会図書館デジタルライブラリ）
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う
な
も
の
が
あ
り
ま
す
。

・
海
外
留
学
：
明
治
二
十
八
年
（
一
八
九
五
）
か
ら
三
十
一
年
ま
で
三
年
間
、
英
国
・

ド
イ
ツ
へ
機
械
工
学
研
究
の
た
め
に
留
学
を
命
じ
ら
れ
ま
し
た
。
当
時
、
中
原
は

英
語
に
堪
能
で
、
か
つ
、
欧
米
文
化
に
も
精
通
し
た
数
少
な
い
日
本
人
の
一
人
で

し
た
。
そ
れ
ゆ
え
留
学
生
活
は
大
変
充
実
し
た
も
の
だ
っ
た
こ
と
は
、
英
国
滞
在

中
に
生
ま
れ
た
長
男
の
名
前
を
英ひ
い
でと
命
名
し
た
こ
と
か
ら
も
窺
え
ま
す
。

・
機
械
学
会
（
現
在
の
日
本
機
械
学
会
）
：
機
械
工
学
発
展
の
た
め
、
明
治
三
十
年

（
一
八
九
六
）
に
作
ら
れ
た
学
会
で
、
中
原
は
創そ
う
設せ
つ
メ
ン
バ
ー
と
し
て
参
加
。
明

治
三
十
七
年
（
一
九
〇
四
）
に
は
、
第
七
代
幹か
ん
事じ

長ち
ょ
う（
現
在
の
会
長
）
と
な
り
ま

し
た
。
な
お
、
大
正
十
一
年
（
一
九
二
二
）
に
中
原
は
工
部
大
学
校
の
先
輩
で
同

期
の
真ま

野の

文ぶ
ん
二じ

（
創
設
者
で
初
代
会
長
）
、
井い
の
口く
ち
在あ
り
屋や

（
東
京
帝
大
教
授
）
、
ア

メ
リ
カ
人
の
Ｅ
・
ス
ペ
リ
ー
と
と
も
に
第
二
回
日
本
機
械
学
会
名め
い
誉よ

員
に
推す
い
挙き
ょ
さ

れ
て
い
ま
す
。
因ち
な
み
に
初
回
明
治
三
十
二
年
（
一
八
九
九
）
の
名
誉
員
は
、
工
部

大
学
校
教
頭
だ
っ
た
Ｈ
・
ダ
イ
ア
ー
と
長
ら
く
東
京
帝
大
機
械
工
学
科
で
教
鞭
を

取
っ
た
Ｃ
・
Ｄ
・
ウ
エ
ス
ト
の
二
名
で
第
二
回
の
推
挙
は
そ
れ
か
ら
二
十
三
年
経

過
し
て
い
ま
す
。
中
原
ら
の
日
本
に
お
け
る
機
械
工
学
発
展
へ
の
貢こ
う
献け
ん
の
大
き
さ

を
示
し
て
い
ま
す
。

・
工
学
博
士
の
学
位
受
領
：
中
原
は
明
治
三
十
八
年
（
一
九
〇
五
）
工
学
博
士
の
学

位
を
得
て
い
ま
す
。
学
位
令
は
明
治
二
十
年
（
（
一
八
八
七
）
施し

行こ
う
さ
れ
現
在
と

異
な
り
授じ
ゅ
与よ

権け
ん
者し
ゃ
は
文も
ん
部ぶ

大
臣
で
し
た
。
当
時
は
「
末
は
博
士
か
大
臣
か
」
と
い

わ
れ
た
時
代
で
あ
り
、
学
者
に
と
っ
て
博
士
の
学
位
は
最
高
の
名
誉
で
し
た
。

・
他
大
学
で
の
教
鞭
：
高
等
工
業
学
校
以
外
で
も
、
中
原
は
嘱
し
ょ
く
託た
く
教
授
と
し
て
教
き
ょ
う

鞭べ
ん

を
と
り
ま
し
た
。
一
つ
は
東
京
工
手
学
校
（
工
部
大
学
校
の
流
れ
を
く
む
学
校
。

現
在
の
工
学
院
大
学
）
で
す
。
ま
た
、
海
外
か
ら
帰
国
後
に
海
軍
大
学
で
も
講
義

を
行
い
ま
し
た
。

こ
の
よ
う
に
、
東
京
高
等
工
業
学
校
時
代
が
中
原
に
と
っ
て
最
も
ア
ク
テ
ィ
ブ
な

教
育
研
究
時
期
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
ま
す
。

熊
本
高
等
工
業
学
校
時
代

・
学
校
の
創
設
：
明
治
三
十
六
年
（
一
九
〇
三
）
、
実
業
学
校
令
が
施
行
さ
れ
、
そ

れ
に
基
づ
き
大
学
の
工
学
部
と
は
異
な
る
高
等
実じ
っ
践せ
ん
技
術
教
育
を
行
う
た
め
の
高
等

工
業
専
門
学
校
が
、
東
京
、
大
阪
、
京
都
、
名
古
屋
に
設
置
さ
れ
ま
し
た
。
中
原
は

名
古
屋
高
等
工
業
学
校
創
立
委
員
と
な
り
ま
す
。
明
治
三
十
九
年
（
一
九
〇
六
）
に

は
熊
本
高
等
工
業
学
校
（
現
在
の
熊
本
大
学
工
学
部
の
前
身
）
が
設
立
さ
れ
る
こ

と
に
な
り
、
中
原
は
そ
の
初
代

校
長
と
な
り
ま
し
た
。
全
く
の

新
設
校
で
は
な
く
明
治
三
十
年

（
一
八
九
七
）
第
五
高
等
学
校

に
設
置
さ
れ
た
医
学
部
、
工
学

部
が
、
医
学
部
は
長
崎
医
専
と

し
て
、
工
学
部
は
熊
本
高
等
工

業
学
校
と
し
て
独
立
し
た
も
の

で
す
。
余よ

談だ
ん
で
す
が
、
当
時
熊

本
県
の
官か
ん
吏り

に
は
ラ
ン
ク
が
あ
り
、
五ご

高こ
う
校
長
、

高
等
工
業
校
長
、
第
六
師し

団だ
ん
長ち
ょ
う、
県
知
事
（
官か
ん

選せ
ん
）
の
順
だ
っ
た
と
聞
い
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

そ
の
通
り
と
す
れ
ば
、
ま
さ
に
中
原
は
故
郷
に

錦に
し
きを
飾
っ
た
こ
と
に
な
り
ま
す
。
中
原
の
在
任

期
間
は
、
明
治
三
十
九
年
（
一
九
〇
六
）
四
月

か
ら
明
治
四
十
四
年
（
一
九
一
一
）
四
月
ま
で

の
五
年
間
で
す
。
そ
の
間
新
校
舎
建
築
は
言
う

に
及
ば
ず
、
学
生
の
服
装
、
校
歌
の
設
定
に
至

る
ま
で
実
に
さ
ま
ざ
ま
の
こ
と
を
行
わ
ね
ば

な
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
着
任
三
年
後
の
明
治

四
十
二
年
（
一
九
〇
九
）
に
や
っ
と
校
舎
竣
し
ゅ
ん

工こ
う
式
を
迎
え
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
残
念

な
こ
と
に
、
そ
の
時
の
校
舎
の
ほ
と
ん
ど
は

大
正
十
一
年
（
一
九
二
二
）
火
事
で
焼
失
し
、

多
く
の
資
料
も
失
わ
れ
ま
し
た
。

な
お
、
熊
本
洋
学
校
で
同
期
の
余
田
司
馬

人
は
、
卒
業
後
五
高
に
勤
務
し
て
い
ま
し
た

が
、
高
等
工
業
創
設
に
伴
い
同
校
に
移
籍
し

事
務
方
の
ト
ッ
プ
と
し
て
中
原
を
支
え
ま
し

た
。

・
機
械
実
習
工
場
と
工
作
機
械
：
上
述
の
火

災
で
唯
一
残
っ
た
の
が
、
当
時
の
機
械
実
習
工
場
で
す
。
（
五
高
校
舎
建
築
を
担

当
し
た
久
留
正
道
の
設
計
。
現
在
は
熊
本
大
学
工
学
部
資
料
館
（
国
指
定
重
要
文

化
財
）
に
な
っ
て
い
る
。
）
中
原
は
、
東
京
高
等
工
業
学
校
時
代
か
ら
機
械
の
製

作
に
必
要
な
工
作
機
械
の
重
要
性
を
訴
え
政
府
に
提
案
ま
で
行
っ
て
い
ま
し
た
が
、 熊本大学工学部研究資料館（旧機械工場）明治 39年高工機械工場に購入された工作機械

熊本高等工業学校武道館落成式での
中原（前列中央）
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そ
の
見け
ん
識し
き
を
生
か
し
、
当
時
最
新
鋭
の
高
価
な
米
国
製
工
作
機
械
を
実
習
工
場
に

導
入
し
て
い
ま
す
。
な
お
、
そ
れ
ら
の
機
械
は
、
現
在
で
も
使
用
可
能
な
状
態
で

保
存
さ
れ
て
お
り
一
般
に
も
公
開
さ
れ
て
い
ま
す
。

九
州
帝
国
大
学
時
代

明
治
四
十
四
年
（
一
九
一
一
）
、
中
原
は
九
州
帝
国
大
学
工
科
大
学
教
授
兼け
ん
任に
ん

と
な
り
、
同
年
四
月
同
大
学
発ほ
っ
足そ
く
に
伴
っ
て
専せ
ん
任に
ん
と
な
り
ま
し
た
。
実
は
、
明
治

四
十
一
年
（
一
九
〇
八
）
、
彼
は
す
で
に
九
州
帝
国
大
学
工
科
大
学
創
立
委
員
と

な
っ
て
お
り
、
こ
の
こ
と
は
予
測
さ
れ
て
い
た
こ
と
で
す
。
彼
は
初
代
の
工
科
大
学

学
長
（
現
在
の
工
学
部
長
）
と
し
て
新
し
い
工
学
部
組
織
創
設
に
努
力
す
る
こ
と

に
な
り
ま
す
。
当
時
の
初
代
総
長
は
前
東
京
帝
国
大
学
総
長
の
山や
ま
川か
わ
健け
ん
次じ

郎ろ
う
で
し

た
。
大
正
二
年
（
一
九
一
三
）
五
月
第
二
代
総
長
と
し
て
真ま

野の

文ぶ
ん
二じ

が
着
任
し
ま

し
た
。
文
部
省
実
業
学
務
局
長
兼
東
京
帝
国
大
学
教
授
と
し
て
中
央
で
政
府
の
高

等
技
術
教
育
立
案
推
進
の
中
心
的
存
在
で
あ
っ
た
実
力
者
で
あ
り
、
大
正
十
五
年

（
一
九
二
六
）
三
月
ま
で
実
に
十
二
年
八
か
月
の
間
総
長
に
在
任
し
、
今
日
の
九
州

大
学
の
基
礎
を
築
き
ま
し
た
。
中
原
は
技
術
教
育
・
研
究
者
と
し
て
の
最
後
を
奇く

し

く
も
若
き
日
の
工
部
大
学
校
機
械
科
の
一
期
先
輩
と
過
ご
す
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ

の
間
工
科
大
学
（
工
学
部
）
の
整
備
に
尽じ
ん
力り
ょ
くす
る
と
同
時
に
、
教
育
研
究
面
で
も
業

績
を
上
げ
ま
し
た
。
大
正
九
年
（
一
九
二
〇
）
、
福
岡
で
同
郷
の
大
先
輩
清き
よ
浦う
ら
圭け
い

吾ご

元
総
理
大
臣
を
総そ
う
裁さ
い
、
真
野
文
二
を
副
総
裁
と
し
て
工
業
博
覧
会
が
開
か
れ
て

い
ま
す
が
、
そ
の
博
覧

会
の
機
械
部
審し
ん
査さ

長ち
ょ
うと

し
て
中
原
の
名
前
が
あ

り
ま
す
。
大
正
一
二
年

（
一
九
二
三
）
中
原
は

大
学
を
退た
い
官か
ん
し
、
九
州

帝
国
大
学
名
誉
教
授
と

な
り
ま
し
た
。

中
原
の
目
指
し
た
も
の

・
産
業
に
役
立
つ
実
学
と
し
て
の
教
育
研
究
：
彼
は
、
明
治
維
新
後
の
工
業
教
育
・

研
究
機
関
創
設
に
際
し
、
白
紙
の
状
態
か
ら
日
本
に
お
け
る
新
し
い
教
育
研
究

シ
ス
テ
ム
を
構
築
す
る
仕
事
に
携
わ
る
こ
と
が
で
き
た
数
少
な
い
メ
ン
バ
ー
の

一
人
で
し
た
。
具
体
的
に
は
熊
本
高
等
工
業
学
校
、
九
州
帝
国
大
学
工
科
大
学

の
創
設
責
任
者
、
東
京
職
し
ょ
く
工こ
う
学
校
か
ら
東
京
高
等
工
業
学
校
へ
の
変
遷
時
に
お

け
る
機
械
科
長
、
ま
た
、
日
本
機
械
学
会
創
立
時
メ
ン
バ
ー
と
し
て
で
す
。
そ

の
間
、
彼
が
目
指
し
た
の
は
実じ
つ
学が
く
と
し
て
の
工
学
技
術
、
す
な
わ
ち
、
産
業
界

に
直
接
役
立
つ
教
育
研
究
で
あ
り
、
そ
れ
を
実
現
す
る
教
育
研
究
機
関
で
し
た
。

研
究
に
関
し
て
は
、
東
京
高
等
工
業
学
校
で
の
ベ
ッ
ク
式
ガ
ス
エ
ン
ジ
ン
の
開

発
、
九
州
大
学
に
お
け
る
水
力
発
電
用
ペ
ル
ト
ン
水
車
に
必
要
な
安
価
か
つ
高

性
能
の
バ
ケ
ッ
ト
開
発
が
よ
く
知
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
機
械
学
会
誌
に
発
表
さ

れ
た
い
ず
れ
の
研
究
論
文
に
お
い
て
も
企
業
で
の
使
用
を
切
望
す
る
旨
の
一
文

が
付
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
当
時
、
欧
米
か
ら
輸
入
す
る
し
か
な
か
っ
た

高
性
能
な
工
作
機
械
の
開
発
・
生
産
を
産さ
ん
学が
く
連れ
ん
携け
い
と
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
に
よ

り
国
内
で
行
う
計
画
を
政
府
に
提
案
し
て
い
ま
す
。
当
時
は
こ
の
斬ざ
ん
新し
ん
な
計
画

に
対
し
予
算
は
つ
き
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
こ
の
よ
う
な
考
え
方
は
現
在
で
は
日

本
に
お
け
る
「
も
の
づ
く
り
」
と
産
官
学
連
携
に
と
っ
て
必
要
不
可
欠
な
も
の

と
な
っ
て
お
り
、
中
原
の
先
見
性
の
素
晴
ら
し
さ
を
示
し
て
い
ま
す
。
さ
ら
に

東
京
高
等
工
業
学
校
時
代
に
は
、
技
術
系
学
生
に
対
し
理
解
の
便
を
図
っ
た
力

学
の
教
科
書
「
実
用
力
学
」
を
日
本
で
最
初
に
出
版
し
て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う

な
教
育
研
究
に
対
す
る
中
原
の
姿
勢
は
、
熊
本
洋
学
校
に
お
け
る
ジ
ェ
ー
ン
ズ

の
教
育
、
工
部
大
学
校
に
お
け
る
実
践
技
術
を
重
視
し
た
Ｈ
・
ダ
イ
ヤ
ー
ら
の

工
学
教
育
、
さ
ら
に
は
英
独
へ
の
留
学
に
よ
っ
て
培
わ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ

ま
す
。
し
か
し
、
十
年
以
上
に
わ
た
っ
て
英
語
を
駆く

使し

し
た
西
欧
式
教
育
を
受

け
た
中
原
の
よ
う
な
工
学
者
は
当
時
（
現
在
で
も
）
ほ
と
ん
ど
皆
無
で
あ
り
、

彼
の
考
え
は
十
分
理
解
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
逆
に
工
学
の
分
野
で
は
学が
く
術じ
ゅ
つ

偏へ
ん
重ち
ょ
う、

技
術
軽け
い
視し

が
そ
の
後
長
き
に
わ
た
っ
て
続
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。

・
教
育
理
念
：
中
原
の
教
育
理
念
は
、
一
言
で
い
え
ば
学
生
を
「
紳し
ん
士し

と
し
て
遇ぐ
う

す
る
」
と
こ
ろ
に
あ
り
ま
し
た
。
そ
の
由ゆ

来ら
い
は
、
自
身
が
受
け
た
教
育
か
ら
き

て
い
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
熊
本
洋
学
校
に
お
け
る
恩お
ん
師し

ジ
ェ
ー
ン
ズ
は
、
ア

メ
リ
カ
の
ウ
エ
ス
ト
ポ
イ
ン
ト
陸
軍
士
官
学
校
出
の
軍
人
で
あ
り
武
士
的
な
風ふ
う

格か
く
を
備そ
な
え
て
い
ま
し
た
が
、
教
育
に
お
い
て
は
、
イ
ギ
リ
ス
の
パ
ブ
リ
ッ
ク
ス

ク
ー
ル
に
お
け
る
全ぜ
ん
寮り
ょ
う制
で
教
師
が
学
生
と
寝し
ん
食し
ょ
くを
共
に
し
な
が
ら
「
自
由
と

規
律
」
を
体た
い
得と
く
さ
せ
る
全
人
格
教
育
を
基
本
方
針
と
し
て
い
ま
し
た
。
「
我わ
れ
教

え
ず
自
ら
学
べ
」
が
ジ
ェ
ー
ン
ズ
の
残
し
た
言
葉
で
す
。
そ
れ
に
加
え
、
工
部

大
学
校
で
イ
ギ
リ
ス
人
教
授
か
ら
受
け
た
教
育
、
イ
ギ
リ
ス
・
ド
イ
ツ
に
お
け

る
留
学
を
通
じ
て
ご
く
自
然
に
自
身
の
教
育
観
が
形
成
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら

れ
ま
す
。
熊
本
高
等
工
業
の
一
期
生
吉
岡
成
に
よ
る
第
一
回
入
学
式
の
思
い
出

九州大学時代の中原。風貌
が当時のライオン宰相浜口
雄幸に似ていたことから九
大のライオンというニック
ネームがついた。ただし、
人柄は寛容，謙譲そのもの
であったという。（九州大
学ギャラリ蔵）
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を
綴
っ
た
文
に
中
原
の
教
育
観
が
よ
く
表
れ
て
い
る
部
分
が
あ
り
ま
す
。
以
下

原
文
の
一
部
を
示
し
ま
す
。

「
ま
ず
、
中
原
初
代
校
長
の
訓く
ん
話わ

が
あ
り
ま
し
た
。
そ
の
訓
話
の
全
部
が
私
ど

も
新
入
学
生
の
熱
き
血ち

潮し
お
を
沸わ

か
し
む
る
に
充
分
で
し
た
。
中
で
も
感
激
を
覚
え
ま

し
た
の
は
「
学
校
で
は
諸
君
を
こ
れ
か
ら
立
派
な
青
年
紳
士
と
し
て
待た
い
遇ぐ
う
す
る
。
そ

れ
ゆ
え
、
当
校
に
お
い
て
は
修
し
ゅ
う
身し
ん
ま
た
は
倫り
ん
理り

の
学
科
は
課か

せ
な
い
の
で
あ
る
」
と

い
う
意
味
の
一
言
で
あ
り
ま
し
た
。
「
酒
は
飲
ん
で
は
な
ら
ぬ
と
禁
止
は
せ
な
い
。

だ
か
ら
学
校
の
名め
い
誉よ

と
自
己
の
品
格
を
汚け
が
さ
ぬ
よ
う
常
に
修
し
ゅ
う
養よ
う
を
怠お
こ
たら
ず
節せ
っ
制せ
い
を
守

り
中
ち
ゅ
う

庸よ
う
を
保た
も
た
れ
た
い
」
と
い
っ
た
具
合
に
諄
じ
ゅ
ん
じ々
ゅ
んと
説
か
れ
ま
し
た
。
す
で
に
中
学

五
年
間
の
基
礎
教
育
を
終
え
て
一
通
り
常
識
を
備そ
な
え
た
学
生
に
対
し
て
、
人
の
範は
ん
を

示
し
て
こ
れ
を
見
習
え
と
諭さ
と
す
よ
り
も
却か
え
っ
て
各
自
に
反
省
自じ

重ち
ょ
うせ
し
む
る
の
趣し
ゅ
旨し

に
出
ら
れ
し
ほ
う
が
ど
れ
ほ
ど
効
果
的
で
あ
り
ま
し
た
で
し
ょ
う
。
こ
の
訓
話
を
聞

き
ま
し
た
私
ど
も
の
全
身
に
は
あ
た
か
も
神
様
か
ら
偉
大
な
力
を
授
か
っ
た
よ
う
に

一
種
の
霊
感
に
打
た
れ
、
生
ま
れ
変
わ
っ
た
よ
う
に
生
気
溌は
つ
剌ら
つ
た
る
精
神
の
躍や
く
動ど
う
を

禁
ず
る
こ
と
を
得
ま
せ
ん
で
し
た
。
（
中
略
）
そ
の
後
各
先
生
方
か
ら
も
お
話
を
伺
う
か
が

い
深
き
感
銘
を
受
け
ま
し
た
の
は
、
中
学
校
の
先
生
に
比
し
、
格
段
の
親
し
み
、
す

な
わ
ち
単
な
る
先
生
と
生
徒
と
い
う
月
並
み
の
間
柄
で
は
な
く
真
の
師
と
弟
子
、
例

え
ば
昔
幾い
く
多た

の
教
訓
的
佳か

話わ

を
後
世
に
残
せ
る
寺
子
屋
、
私
塾
等
に
於
い
て
見
受
け

る
こ
と
の
で
き
る
麗う
る
わし
き
師
弟
の
真し
ん
情じ
ょ
うが
こ
ん
な
で
は
な
か
っ
た
か
と
思
わ
れ
る
特

種
の
親
し
み
を
感
じ
た
こ
と
で
し
た
。
」

上
記
の
文
か
ら
読
み
取
れ
る
よ
う
に
、
学
生
を
青
年
紳
士
と
し
て
遇
す
る
と
い

う
基
本
的
な
考
え
方
は
、
中
原
に
と
っ
て
は
、
そ
れ
ま
で
に
自
身
が
受
け
た
教
育
と

留
学
経
験
か
ら
来
た
、
ご
く
自
然
な
確
信
と
い
う
べ
き
も
の
だ
っ
た
よ
う
に
も
思
わ

れ
ま
す
。
ま
た
師
弟
の
真
情
を
大
切
に
す
る
伝
統
は
、
高
工
か
ら
新
制
熊
本
大
学
の

工
学
部
へ
と
長
ら
く
受
け
継
が
れ
て
き
ま
し
た
。

・
西
欧
文
化
の
紹
介
：
工
部
大
学
校
在
学
中
に
中
原
は
熊
本
洋
学
校
第
二
期
入
学
で

そ
の
後
工
部
大
学
校
化
学
科
に
転
じ
た
乾
立
夫
と
と
も
に
「
泰
西
名
士
鑑
」
を

翻
訳
出
版
し
た
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
知
ら
れ
て
い
ま
せ
ん
。
こ
れ
は
、
欧
米
の
著

名
な
政
治
家
、
文
人
、
科
学
者
ら
の
生
涯
や
業
績
を
解
説
し
た
も
の
で
、
当
時

の
い
く
つ
か
の
関
係
書
を
翻
訳
・
整
理
し
て
ま
と
め
た
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い

ま
す
。
シ
ェ
ー
ク
ス
ピ
ア
を
「
沙
比
土
阿
」
と
表
す
な
ど
苦
心
の
ほ
ど
が
偲
ば

れ
ま
す
が
、
当
時
東
京
大
学
に
も
英
文
科
は
ま
だ
存
在
せ
ず
、
英
文
学
関
連
の

翻
訳
も
ほ
と
ん
ど
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
日
本
英
学
史
学
会
初
代
会
長
で
あ
っ

た
豊
田
実
博
士
は
、
本
書
を
本
邦
英
文
学
文
献
の
草
創
の
も
の
と
し
て
高
く
位

置
付
け
て
い
ま
す
が
、
そ
の
翻
訳
者
中
原
淳
蔵
が
熊
本
出
身
で
専
門
外
の
機
械

工
学
科
の
学
生
で
あ
っ
た
こ
と
は
知
ら
な
か
っ
た
と
い
い
ま
す
。
こ
の
業
績
は

今
後
も
っ
と
評
価
さ
れ
る
べ
き
と
考
え
ま
す
。

そ
の
他

・
徳
富
蘆
花
と
の
関
わ
り
：
徳と
く
富と
み
蘆み
ろ
花か

と
は
、
熊
本
洋
学
校
関
係
者
と
し
て
も
縁
が

あ
り
ま
し
た
が
、
中
原
の
妹
う
ち
が
菊
池
の
原
田
家
に
嫁
し
、
う
ち
の
義
妹
に

あ
た
る
原
田
愛あ
い
子こ

が
蘆
花
と
結
婚
し
た
た
め
親
戚
と
な
り
ま
し
た
。
蘆
花
と
愛

子
の
結
婚
式
に
淳
蔵
も
出
席
し
て
い
ま
す
。
蘆
花
の
紀
行
作
品
「
死
の
蔭か
げ
に
」

に
は
、
淳
蔵
を
モ
デ
ル
と
し
た
人
物
が
登
場
し
て
い
る
と
い
い
ま
す
。

・
家
族
：
中
原
は
明
治
二
十
二
年
（
一
八
八
九
）
頃
、
江
上
ひ
こ
と
結
婚
、
一
女
を
も

う
け
ま
し
た
が
二
四
歳
で
早そ
う
世せ
い
し
た
た
め
、
明
治
二
十
七
年
（
一
八
九
四
）
頃
、
平

山
う
め
と
再
婚
、
三
男
六
女
を
も
う
け
ま
し
た
。
ひ
こ
は
水
俣
の
江
上
家
（
料
理
研

究
家
江
上
と
み
（
旧
姓
藤
崎
）
の
嫁
ぎ
先
）
の
出
、
う
め
は
福
岡
の
平
山
家
の
出
で

幕
末
の
勤
王
の
志
士
平ひ
ら
野の

國く
に
臣お
み
の
姪
に
当
た
り
ま
す
。
ま
た
、
前
述
の
長
男
英
は
大

道
村
長
な
ど
を
務
め
ま
し
た
。
英
の
長
男
淳じ
ゅ
ん（
淳
蔵
の
孫
）
は
山
鹿
市
長
を
五
期
務

め
ま
し
た
。

・
晩
年
：
九
州
大
学
退
官
後
は
、
福
岡
市
郊
外
の
奈な

多た

浦う
ら
（
現
在
の
東
区
奈
多
）
に

居
を
構
え
、
自
宅
を
江
月
松
風
荘
と
称
し
そ
こ
で
悠
々
自
適
の
生
活
を
送
り
ま
し

た
。
昭
和
五
年
（
一
九
三
〇
）
六
月
に
、
『
六
十
年
前
の
思
い
出
』
と
題
し
た
若

き
日
の
追つ
い
憶お
く
を
自
身
の
ガ
リ
版
刷
で
作
り
親
族
に
配
布
し
て
い
ま
す
。
中
原
の
青

年
期
ま
で
の
思
い
出
が
詳く
わ
し
く
記き

載さ
い
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
ま
で
中
原
に
関
し
発
表

さ
れ
た
文
献
は
ほ
と
ん
ど
こ
の
内
容
の
範
囲
で
記
述
さ
れ
て
い
ま
す
。
表
紙
は
当

時
流
行
し
た
ア
ー
ル
ヌ
ー
ボ
ー
風
の
デ
ザ
イ
ン
で
、
中
原
の
衰お
と
ろえ
ぬ
好
奇
心
を
示

し
て
い
ま
す
。
中
原
は
同
年
十
二
月
五
日

七
十
五
歳
で
死
去
。
墓
は
生
家
の
あ
る
山

鹿
市
中
に
あ
り
ま
す
。
昭
和
三
十
八
年

（
一
九
六
三
）
熊
本
県
近
代
文
化
功
労
者
。

故
郷
の
大だ
い
道ど
う
小
学
校
に
は
、
大
道
村
制
百

周
年
を
記
念
し
て
平
成
元
年
山
鹿
市
大
道

校
区
民
一
同
に
よ
っ
て
建
立
さ
れ
た
顕け
ん
彰し
ょ
う

碑ひ

が
あ
り
ま
す
。

山鹿市立大道小学校にある中原淳蔵の顕彰碑
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一
八
五
六
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文
久
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年
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）

慶
応
三
年
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明
治
元
年
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（
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八
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）

明
治
三
年
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七
○
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治
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年
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）
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年
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明
治
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▼

（
一
八
八
一
）

明
治
十
五
年 

▼

（
一
八
八
二
）

明
治
十
六
年 

▼

（
一
八
八
三
）

明
治
十
九
年 

▼

（
一
八
八
六
）

明
治
二
一
年 

▼

（
一
八
八
八
）

明
治
二
三
年 

▼

（
一
八
九
○
）

明
治
二
七
年 

▼

（
一
八
九
四
）

明
治
二
八
年 

▼

（
一
八
九
五
）

明
治
二
九
年 

▼

（
一
八
九
六
）

明
治
三
十
年 

▼

（
一
八
九
七
）

明
治
三
二
年 

▼

（
一
八
九
九
）

明
治
三
四
年 

▼

（
一
九
○
一
）

明
治
三
五
年 

▼

（
一
九
○
二
）

明
治
三
六
年 

▼

（
一
九
○
三
）

明
治
三
九
年 

▼

（
一
九
○
六
）

明
治
四
一
年 

▼

（
一
九
○
八
）

明
治
四
二
年 

▼

（
一
九
○
九
）

明
治
四
三
年 

▼

（
一
九
一
○
）

明
治
四
四
年 

▼

（
一
九
一
一
）

大
正
九
年

　
 

▼

（
一
九
二
○
）

大
正
十
一
年 

▼

（
一
九
二
二
）

大
正
十
二
年 

▼

（
一
九
二
三
）

昭
和
五
年

　

 

▼

（
一
九
三
○
）

十
二
月
七
日
鹿
本
郡
大
道
村
大
字
中
で
父
中
原
左
七
郎
、母
千
寿
の

長
男
と
し
て
生
ま
れ
る

七
才
の
と
き
山
鹿
町
の
寺
子
屋（
医
師
入
江
玄
叉
）で
教
育
を
う
け
る

十
一
才
の
時
、山
鹿
町
会
所
塾（
総
庄
屋
福
田
春
蔵
所
管
）で
漢
学
を
学
ぶ

（
大
政
奉
還
・
王
政
復
古
）

玉
名
郡
肥
猪
村
に
開
か
れ
た
福
田
春
蔵
の
肥
猪
家
塾
に
入
塾

肥
猪
家
塾
を
退
塾
。家
事
手
伝
い

九
月
熊
本
洋
学
校
に
一
期
生
と
し
て
入
学
。入
学
生
四
十
六
名

六
月
明
治
天
皇
熊
本
行
幸
時
に
御
前
に
て
阿
蘇
の
市
原
大
次
郎（
武

正
）と
と
も
に
英
語
の
暗
誦

（
工
学
寮
に
第
一
期
生
入
学
）

九
月
四
学
年
に
次
席
で
進
級
。首
席
は
山
崎
為
徳
。進
級
者
十
五
名
。

秋
、退
学
届
を
出
し
、工
学
寮
入
学
を
目
指
し
上
京
す
る

三
月
工
学
寮（
後
の
工
部
大
学
校
）合
格

暑
中
休
暇
帰
省
時
に
、前
山
鹿
郡
長
高
浜
敏
則
に
請
わ
れ
、灌
漑
事

業
に
手
を
出
す

五
月
工
部
大
学
校
機
械
科
四
期
生
と
し
て
卒
業
・
同
期
は
井
口
在
屋
他
四

名
。一
等
卒
業
生
の
成
績
で
卒
業
。工
学
士
の
学
位
を
受
領
。官
途
に
は
就

か
ず
、帰
郷
し
て
灌
漑
事
業
に
参
加
、出
資
し
た
が
失
敗
に
終
わ
る
。

鋳
物
会
社
を
山
鹿
町
毛
利
嘉
太
郎
ら
と
共
同
で
起
こ
す

鋳
物
会
社
を
個
人
営
業
と
す
る
も
経
営
不
振
に
陥
る
。自
宅
に
家
塾

を
開
き
、英
語
、数
学
、漢
籍
を
講
義
す
る

三
月
工
部
大
学
校
先
輩
で
文
部
省
建
築
技
師
で
あ
っ
た
久
留
正
道

に
依
頼
し
第
五
高
等
中
学
校
教
諭（
数
・
物
担
当
）の
職
を
得
る

八
月
第
五
高
等
中
学
校
辞
職
。上
京
し
て
東
京
工
業
学
校
教
授
と
な
る
。

（
明
治
三
十
四
年
東
京
高
等
工
業
学
校
と
改
称
。現
在
の
東
京
工
業
大
学
）

平
山
う
め
と
結
婚

文
部
省
留
学
生
と
し
て
英
・
独
に
留
学

英
国
滞
在
中
に
日
本
に
て
長
男
出
生
。電
報
に
て
英（
ひ
い
で
）と
命
名

留
学
よ
り
帰
国
。機
械
学
会
正
員
と
な
る

海
軍
大
学
校
教
授
嘱
託

工
学
博
士（
文
部
省
）

名
古
屋
高
等
工
業
学
校
創
立
委
員

十
月
機
械
学
会
第
七
代
幹
事
長（
会
長
）

四
月
熊
本
高
等
工
業
学
校
校
長（
初
代
）兼
第
五
高
等
学
校
教
授

五
月
九
州
帝
国
大
学
工
科
大
学
創
立
委
員

四
月
新
校
舎
落
成
記
念
式

山
鹿
製
糸
会
社
創
設
に
賛
助
し
参
与
と
な
る

一
月
九
州
帝
国
大
学
工
科
大
学
教
授
兼
任

四
月
九
州
帝
国
大
学
工
科
大
学
教
授
専
任
と
し
て
転
出
、同
工
科
大

学
初
代
学
長

福
岡
で
の
工
業
博
覧
会
で
機
械
部
審
査
長
を
務
め
る
。（
総
裁
清
浦

圭
吾
、副
総
裁
真
野
文
二
、電
気
部
審
査
長
荒
川
文
六
）

日
本
機
械
学
会
名
誉
員（
真
野
文
二
、井
口
在
屋
と
と
も
に
推
薦
さ

れ
る
）

九
州
帝
国
大
学
名
誉
教
授

十
二
月
五
日
七
十
五
歳
で
死
去

執筆・編集
岩井　善太　 宮崎　歩（山鹿市教育委員会）


