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白
梅
学
園
の
教
育
に
は
多
彩
な
人
々
が
関
わ
っ
た
。
功
な
り
名
遂

げ
た
碩
学
者
や
著
名
人
も
い
た
。

慶
大
教
授
、
初
代
防
衛
大
学
校
校
長
を
経
て
、
白
梅
短
大
学
長
に

就
任
し
た
槇
智
雄
も
そ
の
一
人
だ
っ
た
。

1
9
6
5
年
3
月
、
学
長
野
口
明
が
東
京
都
杉
並
区
か
ら
小
平
市

（
現
在
地
）へ
の
移
転
と
い
う
大
事
業
を
終
え
退
任
し
た
後
、
学
園
か

ら
強
く
乞
わ
れ
て
の
就
任
だ
っ
た
。

後
に
学
長
と
な
っ
た
田
中
未
来
は
「
教
職
員
も
学
生
も
長
い
間
待

ち
望
ん
で
い
た
学
長
の
お
出
で
を
心
か
ら
喜
び
ま
し
た
」
と
学
園
の

当
時
の
雰
囲
気
を
記
し
た（「
槇
の
実

―
槇
智
雄
先
生
追
悼
集
」）。

そ
れ
ほ
ど
槇
智
雄
と
白
梅
学
園
と
の
つ
な
が
り
は
長
く
、深
か
っ
た
。

白
梅
学
園
は
1
9
5
3
年
学
校
法
人
と
し
て
認
可
さ
れ
た
が
、
そ
れ

ま
で
の
道
の
り
は
平
坦
で
は
な
か
っ
た
。

白
梅
短
大
の
前
身
東
京
家
庭
学
園
は
、
戦
前
設
立
さ
れ
た
が
、
戦

後
生
徒
数
は
減
り
続
け
、
1
9
5
0
年
当
時
は
生
徒
わ
ず
か
10
数
人

程
度
の
塾
の
よ
う
な
存
在
だ
っ
た
。
そ
の
時
、
槇
は
「
こ
の
学
園
は

ど
こ
か
見
所
が
あ
る
」
と
理
事
を
引
き
受
け
た
。

名
を
連
ね
た
だ
け
の
名
誉
職
で
は
な
か
っ
た
。
生
徒
数
が
減
り
、
経
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営
難
に
陥
っ
て
い
た
学
園
を
建
て
直
そ
う
と
多
角
化
に
乗
り
出
し
た
。

そ
の
一
つ
が
、
槇
智
雄
が
提
唱
し
た
「
白
梅
英
語
教
室
」
だ
っ
た
。

文
字
に
頼
ら
ず
口
か
ら
耳
に
伝
え
る
オ
ー
ラ
ル
・
メ
ソ
ッ
ド
と
い
う

教
授
法
に
よ
っ
て
、
子
ど
も
か
ら
大
人
ま
で
集
め
て
本
場
イ
ギ
リ
ス

仕
込
み
の
キ
ン
グ
ズ
・
イ
ン
グ
リ
ッ
シ
ュ
を
丁
寧
に
教
え
た
。

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
で
学
園
再
建
に
力
を
貸
し
、
生
徒
た
ち
を
山
中
湖

の
別
荘
に
招
い
た
。
損
得
を
超
え
た
助
力
だ
っ
た
。

1
9
5
2
年
防
衛
大
学
校
長
に
な
っ
て
か
ら
も
、節
目
の
際
に
は
、

求
め
に
応
じ
て
助
言
し
た
。
短
大
の
認
可
が
下
り
、
報
告
に
訪
れ
た

田
中
未
来
に
「
教
育
の
基
は
人
で
す
。
学
校
が
不
況
の
時
は
誠
意
あ

る
人
し
か
集
ま
り
ま
せ
ん
が
、
少
し
発
展
し
か
け
る
と
俗
人
が
集
ま

り
ま
す
。
人
選
に
は
注
意
し
な
さ
い
」
と
ア
ド
バ
イ
ス
を
し
た
。

槇
が
学
長
に
就
任
し
た
の
は
長
い
関
わ
り
の
中
で
培
わ
れ
た
槇
と

白
梅
学
園
と
の
関
係
か
ら
、
自
然
の
成
り
行
き
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
。

防
衛
大
学
校
長
と
し
て
13
年
、
責
任
の
重
い
学
長
職
か
ら
、
よ
う

や
く
解
放
さ
れ
て
間
も
な
い
の
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
槇
が
快
諾
し
た

の
も
、
白
梅
学
園
へ
の
深
い
愛
着
が
あ
っ
た
と
推
察
さ
れ
る
。

初
代
防
衛
大
学
校
長
の
大
任
を
果
た
す

智
雄
を
含
め
槇
一
族
は
慶
應
義
塾
と
の
つ
な
が
り
が
深
い
。
祖
父

が
越
後
長
岡
藩
士
だ
っ
た
時
に
北
越
戦
争
が
起
き
、
一
家
は
転
々
と

し
た
後
、
大
叔
父
も
父
武
も
慶
應
義
塾
に
学
び
、
福
沢
諭
吉
か
ら
直

接
教
え
を
受
け
た
。

長
男
と
し
て
生
ま
れ
た
智
雄
も
慶
應
義
塾
普
通
部
か
ら
入
学
、
槇

有
恒（
ヒ
マ
ラ
ヤ
の
マ
ナ
ス
ル
初
登
頂
で
知
ら
れ
る
登
山
家
）ら
弟

4
人
も
慶
應
に
学
ん
だ
。
慶
大
理
財
科（
現
在
の
経
済
学
部
）を
1

9
1
4
年
に
卒
業
、
5
年
間
慶
應
義
塾
か
ら
イ
ギ
リ
ス
の
オ
ッ
ク
ス

フ
ォ
ー
ド
大
学
に
留
学
派
遣
さ
れ
、
政
治
学
を
学
ん
だ
。

槇
は
学
問
で
も
、
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
で
も
、
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
を
終

生
堅
持
し
た
。
慶
応
義
塾
で
学
ん
だ
福
沢
諭
吉
の
近
代
合
理
主
義
と

こ
の
イ
ギ
リ
ス
で
の
5
年
間
の
経
験
が
決
定
的
に
大
き
な
影
響
を
与

え
た
の
で
あ
ろ
う
。

帰
国
後
、
槇
は
慶
大
に
戻
り
、
法
学
部
教
授
と
な
り
政
治
学
、
英

国
憲
法
史
な
ど
を
教
え
た
。41
歳
に
は
慶
大
学
務
担
当
理
事
と
な
り
、

工
学
部（
藤
原
工
業
大
学
）創
設
に
も
あ
た
る
な
ど
大
学
経
営
に
も

腕
を
振
る
っ
た
。

慶
応
義
塾
で
の
役
割
を
終
え
た
後
、
再
び
槇
の
出
番
が
や
っ
て
き

た
。
初
代
防
衛
大
学
校
校
長
と
い
う
難
し
い
役
割
だ
っ
た

防
衛
大
学
が
創
設
さ
れ
た
1
9
5
2
年
と
い
え
ば
、
第
二
次
大
戦

の
悲
惨
な
体
験
が
未
だ
生
々
し
い
時
期
だ
っ
た
。
自
衛
隊
に
対
し
て

も
、
幹
部
を
養
成
す
る
防
衛
大
学
に
も
風
当
た
り
は
強
か
っ
た
。

時
の
首
相
吉
田
茂
は
、
友
人
の
慶
応
義
塾
の
小
泉
信
三
に
人
選
を

依
頼
し
た
。小
泉
は
塾
長
時
代
右
腕
と
し
て
信
頼
し
た
槇
を
選
ん
だ
。

防
衛
大
学
の
学
長
は
、
シ
ビ
リ
ア
ン
・
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
原
則
か
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ら
い
っ
て
軍
人
で
は
な
く
、防
衛
大
学
に
強
い
シ
ン
を
入
れ
ら
れ
る
、

国
民
か
ら
理
解
さ
れ
る
リ
ベ
ラ
ル
な
学
者
こ
そ
が
望
ま
し
い
。
熟
慮

の
末
、
槇
を
選
ん
だ
吉
田
と
小
泉
に
は
そ
ん
な
思
い
が
あ
っ
た
と
思

わ
れ
る
。

そ
の
期
待
に
槇
は
十
分
に
応
え
た
、
と
い
う
べ
き
だ
ろ
う
。

第
1
期
生
を
迎
え
た
入
校
式
で
槇
は
「
任
務
に
偏
す
る
事
な
き
均

衡
の
と
れ
た
人
」「
民
主
制
度
に
対
し
て
的
確
な
理
解
を
す
る
こ
と
」、

こ
の
二
つ
を
新
入
生
に
要
望
し
た
。

さ
ら
に
、
高
い
身
分
に
は
義
務
が
伴
う
「N

obles
oblige

」
と
い

う
フ
ラ
ン
ス
の
言
葉
を
引
用
し
て
公
共
に
奉
仕
す
る
義
務
と
徳
を
求

め
た
。

「
自
由
と
規
律
」
と
い
う
イ
ギ
リ
ス
に
根
付
く
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
の

伝
統
も
機
会
あ
る
毎
に
語
っ
た
。

13
年
後
退
官
す
る
ま
で
、
槇
は
こ
う
し
た
考
え
を
繰
り
返
し
訴
え

続
け
、
槇
イ
ズ
ム
を
浸
透
さ
せ
た
。

防
衛
大
学
が
設
立
さ
れ
て
5
年
後
の
1
9
5
7
年
の
末
、「
ダ
ン

ス
事
件
」
が
起
き
た
。
防
衛
大
学
の
ダ
ン
ス
同
好
会
が
東
京
ス
テ
ー

シ
ョ
ン
ホ
テ
ル
を
会
場
に
ダ
ン
ス
パ
ー
テ
ィ
ー
を
開
い
た
と
こ
ろ
、

当
時
参
議
院
議
員
を
し
て
い
た
辻
政
信（
元
・
帝
国
陸
軍
参
謀
）が

乗
り
込
ん
で
き
て
「
防
大
生
が
こ
ん
な
パ
ー
テ
ィ
ー
を
開
く
の
は
何

事
か
」
と
抗
議
、
国
会
で
も
取
り
上
げ
た
。
槇
は
国
会
の
参
考
人
と

し
て
出
席
「
ダ
ン
ス
は
立
派
な
社
交
を
教
え
る
た
め
に
も
是
非
必
要

な
こ
と
だ
」
と
応
じ
な
か
っ
た
。

普
段
は
物
柔
ら
か
だ
が
、
理
不
尽
な
言
い
分
に
は
決
し
て
応
じ
な

い
、
リ
ベ
ラ
リ
ス
ト
槇
の
真
骨
頂
を
物
語
る
事
件
だ
っ
た
。

13
年
間
の
防
衛
大
学
校
長
は
、
内
外
か
ら
の
目
に
さ
ら
さ
れ
、
1

日
た
り
と
も
気
を
ゆ
る
め
ら
れ
な
い
日
々
だ
っ
た
に
違
い
な
い
。
退

官
後
は
悠
々
自
適
を
と
周
囲
は
願
っ
た
が
、
槇
は
白
梅
短
大
学
長
を

引
き
受
け
、
大
学
改
革
に
も
取
り
組
ん
だ
。

そ
の
一
つ
は
教
養
科
の
新
設
だ
っ
た
。
一
つ
の
専
門
分
野
に
進
む

前
に
人
間
と
し
て
の
総
合
的
な
教
養
を
身
に
つ
け
さ
せ
る
、
そ
の
必

要
を
訴
え
、
設
立
に
向
け
熱
意
を
も
っ
て
取
り
組
ん
だ
。

そ
の
設
立
の
過
程
で
文
部
省
に
出
向
い
た
際
、
文
部
省
大
学
設
置

審
議
会
を
し
て
い
た
慶
応
で
の
槇
の
後
輩
が「
槇
先
生
ほ
ど
の
方
が
、

短
大
に
そ
ん
な
に
力
を
入
れ
な
く
と
も
」
と
発
言
。
槇
は
「
私
は
白

梅
学
園
に
誇
り
を
持
っ
て
い
る
の
に
、
何
事
か
」
と
怒
っ
た
と
い
う
。

槇
の
熱
意
も
あ
っ
て
、
既
存
の
保
育
科
、
心
理
技
術
科
に
加
え
、

教
養
科
が
設
立
さ
れ
、
1
9
6
6
年
4
月
か
ら
学
生
が
入
学
し
た
。

付
属
の
白
梅
幼
稚
園
の
園
長
も
兼
務
、
槇
に
と
っ
て
は
最
後
の
年

と
な
っ
た
1
9
6
8
年
の
春
、
園
児
た
ち
か
ら
「
え
ん
ち
ょ
う
せ
ん

せ
い
と
け
っ
こ
ん
す
る
の
」
と
花
束
を
贈
ら
れ
、「
よ
う
や
く
幼
児

の
話
に
も
慣
れ
て
き
た
」
と
心
か
ら
喜
ん
だ
。

そ
の
年
の
4
月
、
理
事
会
と
教
授
会
は
槇
を
二
期
目
も
引
き
続
き

学
長
と
し
て
指
名
し
た
が
、
そ
の
半
年
後
の
10
月
、
ポ
リ
ー
プ
の
手
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術
の
際
、
麻
酔
の
副
作
用
で
死
亡
し
た
。
76
歳
だ
っ
た
。

白
梅
学
園
と
い
う
所
を
得
て
、
ま
だ
ま
だ
力
を
尽
く
そ
う
と
し
た

半
ば
で
の
死
を
皆
が
惜
し
ん
だ
。

（
敬
称
略
）
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