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先
生
の
仙
台
時
代
の
友
人
に
柘
植
秀
臣
氏
（
法
政
大
学
教
授
・
生
物
生

理
学
、
民
主
、
王
義
科
学
者
協
会
幹
事
長
）
が
い
た
。
氏
と
や
っ
て
い
た
条

件
反
射
研
究
会
で
、
先
生
の
お
話
し
を
う
か
が
っ
た
こ
と
も
あ
る
。
こ

の
柘
植
氏
の
話
し
に
、
中
国
の
天
才
的
脳
科
学
者
陶
烈
二
九
○
○
’

一
九
三
○
）
の
名
が
と
き
ど
き
で
て
き
た
。
京
都
、
東
京
に
ま
な
ん
だ
陶

は
と
き
ど
き
仙
台
に
も
い
き
、
陶
、
小
川
、
柘
植
の
三
人
の
交
友
が
あ

っ
た
。
先
生
か
ら
も
、
陶
烈
の
こ
と
を
ほ
ん
の
す
こ
し
き
い
た
。
一
度
、

陶
烈
に
つ
い
て
小
川
、
柘
植
の
対
談
を
実
現
さ
せ
た
い
と
お
も
っ
て
い

た
が
、
お
二
人
と
も
な
く
な
っ
て
、
い
ま
陶
烈
を
し
る
人
は
い
な
い
。

一
九
八
一
年
五
月
二
九
日
に
わ
た
し
は
『
私
説
松
沢
病
院
史
」
を
だ

し
、
九
月
一
二
日
に
、
こ
の
本
に
つ
い
て
意
見
を
は
な
し
て
い
た
だ
く

会
を
し
た
。
先
生
は
そ
れ
に
出
席
さ
れ
て
、
自
分
も
精
神
科
に
い
こ
う

と
い
う
気
も
あ
っ
た
が
、
助
教
授
に
さ
れ
て
解
剖
に
い
す
わ
っ
た
、
脳

研
と
松
沢
と
の
野
球
の
試
合
に
つ
れ
て
い
か
れ
た
と
き
、
と
る
の
は
だ

め
だ
が
、
打
撃
に
は
自
信
が
あ
っ
て
代
打
で
で
た
、
で
も
ま
け
た
、
と

い
っ
た
こ
と
を
は
な
さ
れ
た
。

呉
秀
三
先
生
は
一
九
三
二
年
三
月
二
六
日
に
な
く
な
っ
た
。
一
九
八

二
年
三
月
二
○
日
に
だ
し
た
『
呉
秀
三
そ
の
生
涯
と
業
績
」
に
は
、

先
生
の
序
文
を
い
た
だ
い
た
。
三
月
二
七
日
に
お
こ
な
わ
れ
た
呉
秀
三

け
た
の
で
あ
る
。

師
の
君
に
剛
立
が
こ
と
き
き
し
よ
り

い
そ
と
せ

は
や
も
す
ぎ
た
り
五
十
年
の
日
び

4

小
川
先
生
と
私
と
を
結
ぶ
絆
は
、
学
生
時
代
に
先
生
よ
り
組
織
学
の

講
義
を
受
け
る
と
と
も
に
、
脳
研
（
医
学
部
附
属
脳
研
究
室
）
で
人
脳
の

連
続
標
本
を
勉
強
す
る
機
械
を
与
え
ら
れ
た
こ
と
、
卒
業
し
て
か
ら
は

そ
の
脳
研
で
十
一
年
に
亘
っ
て
研
究
指
導
を
受
け
た
こ
と
で
あ
っ
た
。

先
生
の
卓
越
し
た
御
業
績
や
御
人
柄
に
つ
い
て
は
、
既
に
多
く
の
人
の

筆
に
よ
っ
て
十
分
に
世
に
知
ら
れ
て
い
る
が
、
昭
和
十
九
年
春
か
ら
昭

和
二
十
年
春
に
至
る
戦
争
末
期
の
一
年
間
の
脳
研
に
お
け
る
先
生
の
御

講
堂
で
、
う
つ
む
い
て
い
た
顔
を
あ
げ
て
、
「
麻
田
剛
立
は
、
で
す
、

な
」
と
か
た
り
だ
さ
れ
た
先
生
の
お
顔
、
お
声
は
あ
り
あ
り
と
よ
み
が

え
っ
て
く
る
。

顔
あ
げ
て
剛
立
が
こ
と
か
た
ら
れ
し

御
声
は
今
ぞ
よ
み
が
へ
り
く
る

小
川
先
生
、
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

先
生
没
後
五
○
年
記
念
会
は
、
先
生
が
会
長
で
あ
っ
た
。
そ
の
と
き
の

写
真
を
と
り
だ
し
て
み
る
と
、
大
先
生
が
ず
ら
り
な
ら
ん
で
い
る
。
ず

い
ぷ
ん
に
は
な
や
い
だ
会
合
で
あ
り
、
そ
こ
で
わ
た
し
に
花
を
も
た
せ

て
く
だ
さ
っ
た
の
は
先
生
だ
っ
た
。

東
大
脳
研
時
代
の
小
川
先
生

萬
年
甫
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動
静
に
つ
い
て
は
、
私
の
知
る
限
り
で
は
当
時
の
関
係
者
の
全
て
が
既

に
亡
く
な
ら
れ
て
い
る
現
在
、
私
が
そ
の
頃
学
生
と
し
て
脳
研
に
出
入

り
し
て
い
た
唯
一
の
生
き
証
人
と
し
て
、
た
と
え
僅
か
で
も
そ
こ
で
見

聞
し
た
こ
と
を
記
録
し
て
お
く
こ
と
は
あ
な
が
ち
無
駄
で
は
な
か
ろ
う

と
思
い
、
そ
の
こ
と
を
中
心
に
、
そ
れ
に
学
生
時
代
先
生
か
ら
受
け
た

講
義
の
印
象
や
、
脳
研
で
の
十
一
年
間
に
先
生
か
ら
直
接
伺
っ
た
こ
と

な
ど
を
付
け
加
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
本
席
に
お
招
き
を
受
け
た
責
を

果
た
し
た
い
・

昭
和
十
七
年
秋
か
ら
翌
年
三
月
に
至
る
ま
で
の
医
学
部
新
入
生
に
対

す
る
西
成
甫
先
生
の
肉
眼
解
剖
学
と
小
川
鼎
三
先
生
の
組
織
学
の
講

義
は
、
学
生
全
員
が
身
を
固
く
し
耳
を
澄
ま
し
て
聞
き
入
る
、
稀
に
見

る
充
実
か
つ
精
気
に
満
ち
た
も
の
で
あ
っ
た
。
教
育
者
な
ら
び
に
研
究

者
の
範
と
す
べ
き
も
の
で
あ
り
、
聴
講
者
全
員
に
と
っ
て
終
生
忘
れ
得

ぬ
も
の
で
あ
っ
た
。

そ
の
後
、
私
は
学
生
の
身
で
脳
研
に
出
入
り
し
、
前
述
の
一
年
間
を

過
ご
す
機
会
を
得
た
。
そ
こ
で
私
が
受
け
た
最
も
印
象
に
残
る
先
生
の

教
え
は
、
「
実
物
や
標
本
と
い
う
の
は
ウ
ソ
が
書
か
れ
て
い
な
い
書
物

で
あ
り
、
そ
の
点
ど
ん
な
立
派
な
書
物
に
も
適
当
に
ウ
ソ
が
書
い
て
あ

る
。
そ
の
こ
と
を
忘
れ
な
い
よ
う
に
」
と
い
う
教
え
で
あ
っ
た
。
多
く

の
研
究
者
が
戦
場
に
赴
き
、
ガ
ラ
ン
と
し
た
研
究
室
を
一
人
占
め
に
し

て
、
先
生
か
ら
個
人
教
授
の
よ
う
に
し
て
教
え
を
受
け
た
こ
と
は
、
私

に
と
っ
て
終
生
の
貴
重
な
思
い
出
で
あ
る
。
当
時
先
生
の
赤
核
に
関
す

る
研
究
は
一
段
落
し
た
も
の
の
、
最
後
に
赤
核
破
壊
実
験
に
用
い
ら
れ

た
サ
ル
が
赤
核
症
候
群
を
呈
す
る
こ
と
な
し
に
肥
満
症
に
な
っ
た
。
先

生
は
熱
心
に
こ
の
サ
ル
を
観
察
さ
れ
て
、
こ
の
現
象
は
当
初
の
狙
い
が

外
れ
て
、
赤
核
の
代
わ
り
に
視
床
下
部
が
破
壊
さ
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て

起
こ
っ
た
と
考
え
ら
れ
た
が
、
解
剖
し
て
み
る
と
傷
は
赤
核
に
も
視
床

下
部
に
も
な
く
、
意
外
に
も
中
脳
の
中
心
灰
白
質
に
見
出
だ
さ
れ
た
。

先
生
は
こ
の
事
実
か
ら
、
視
床
下
部
か
ら
の
下
降
路
が
こ
こ
を
通
る
と

想
定
さ
れ
、
こ
れ
が
戦
後
の
脳
研
で
の
主
要
テ
ー
マ
と
な
っ
た
。

戦
後
の
脳
研
は
研
究
者
も
増
え
、
上
記
の
自
律
神
経
系
の
研
究
や
鯨

の
脳
の
比
較
解
剖
学
の
研
究
な
ど
、
先
生
の
指
導
の
も
と
に
、
各
人
の

研
究
も
順
調
に
進
ん
だ
。
一
日
の
多
く
を
解
剖
学
教
室
で
過
ご
さ
れ
る

先
生
も
、
午
後
に
は
定
期
的
に
脳
研
に
姿
を
見
せ
ら
れ
、
御
自
分
の
古

巣
に
戻
っ
た
よ
う
に
す
っ
か
り
寛
い
だ
気
分
に
な
ら
れ
て
、
旧
制
高
校

時
代
の
こ
と
、
樺
太
や
千
島
旅
行
、
米
国
や
欧
州
の
印
象
な
ど
を
、
巧

み
な
話
術
で
語
ら
れ
る
機
会
が
多
か
っ
た
。

そ
れ
ら
の
話
題
の
中
で
、
先
生
の
三
高
時
代
の
交
友
関
係
は
、
そ
の

後
の
先
生
の
歩
み
を
知
る
上
で
極
め
て
重
要
な
要
素
を
含
ん
で
い
る
と

見
受
け
ら
れ
た
。
先
生
は
最
初
は
植
物
の
光
合
成
に
興
味
を
持
た
れ
、

植
物
学
を
志
向
さ
れ
た
が
、
旧
制
の
三
高
に
進
ま
れ
て
か
ら
、
心
理

学
、
哲
学
に
興
味
を
移
さ
れ
、
そ
れ
が
後
の
脳
研
究
に
発
展
し
た
の
で

あ
り
、
そ
れ
は
先
生
の
生
来
の
資
質
に
加
え
、
親
友
西
田
外
彦
氏
と
の

交
友
を
通
じ
て
、
そ
の
父
君
た
る
哲
学
者
西
田
幾
多
郎
の
存
在
を
知

り
、
陰
な
が
ら
そ
の
影
響
を
受
け
ら
れ
た
こ
と
も
、
見
逃
し
得
な
い
一

因
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
当
時
の
京
大
の
支
那
学
教
授
小

川
琢
治
氏
の
長
男
で
、
後
の
東
大
工
学
部
教
授
小
川
芳
樹
氏
（
こ
の
小

川
家
と
先
生
の
小
川
家
と
は
無
縁
）
と
の
交
友
は
、
そ
の
弟
の
湯
川
秀
樹
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氏
と
の
面
識
も
含
め
て
、
深
く
長
く
、
そ
の
こ
と
が
た
だ
で
さ
え
大
き

か
っ
た
先
生
の
も
の
の
見
方
を
一
層
拡
大
さ
せ
た
の
で
は
な
か
っ
た
ろ

う
か
。
先
生
は
こ
の
小
川
家
に
家
庭
的
に
も
温
か
く
迎
え
ら
れ
、
こ
れ

ら
の
兄
弟
の
生
母
小
雪
夫
人
に
は
特
に
目
を
か
け
ら
れ
、
生
前
し
ば
し

ば
眩
量
に
悩
ま
さ
れ
た
小
雪
夫
人
が
後
に
脳
を
鼎
三
さ
ん
に
調
べ
て
貰

い
た
い
と
遺
言
さ
れ
、
小
川
先
生
が
京
都
に
赴
い
て
そ
の
脳
を
脳
研
に

持
ち
帰
ら
れ
、
連
続
切
片
を
作
っ
て
精
査
さ
れ
た
の
も
、
い
か
に
そ
の

絆
の
太
か
っ
た
か
を
偲
ば
せ
る
一
挿
話
で
あ
る
。

小
川
先
生
の
研
究
は
脳
か
ら
心
臓
へ
と
移
り
、
さ
ら
に
一
転
し
て
医

史
学
へ
と
拡
が
り
、
そ
の
い
ず
れ
に
お
い
て
も
独
自
の
境
地
を
開
か

れ
、
特
に
医
史
学
の
領
域
で
は
中
興
の
祖
と
仰
が
れ
て
い
る
こ
と
は
欣

快
に
た
え
な
い
。
他
方
、
一
枚
の
脳
の
標
本
か
ら
百
以
上
の
研
究
課
題

を
見
付
け
出
す
と
言
わ
れ
た
先
生
が
、
こ
れ
さ
え
あ
れ
ば
研
究
費
が
な

く
と
も
十
五
年
や
二
十
年
は
研
究
を
続
け
て
見
せ
る
と
豪
語
さ
れ
、
な

に
よ
り
も
大
事
に
し
て
お
ら
れ
た
脳
研
の
宝
、
す
な
わ
ち
多
数
の
脳
の

連
続
標
本
は
、
分
子
生
物
学
の
時
代
に
は
無
用
の
長
物
と
し
て
、
今
日

東
大
資
料
館
の
中
で
挨
を
被
り
、
長
い
眠
り
に
つ
い
て
い
る
。
ブ
ラ
ウ

ン
管
に
写
る
虚
像
を
頼
り
に
殆
ど
の
こ
と
が
運
ば
れ
て
ゆ
く
世
の
中
で

は
、
標
本
に
と
っ
て
は
研
究
室
に
置
か
れ
る
よ
り
は
む
し
ろ
そ
れ
の
方

が
安
全
で
あ
る
と
も
考
え
ら
れ
よ
う
が
、
実
物
の
飽
く
こ
と
な
き
観
察

か
ら
全
て
が
生
ず
る
と
諭
さ
れ
た
小
川
先
生
の
薫
陶
を
受
け
た
身
に

は
、
長
い
伝
統
の
裁
ち
切
れ
た
こ
と
に
複
雑
な
思
い
が
こ
も
る
の
で
あ

う
（
》
０

小
川
鼎
三
先
生
が
畑
違
い
に
も
見
え
る
三
種
の
学
問
領
域
で
活
躍
さ

れ
た
の
に
は
ど
ん
な
必
然
性
が
あ
っ
た
か
。
幸
い
一
般
向
の
著
作
も
数

多
く
遣
さ
れ
た
。
と
り
わ
け
本
の
序
文
ま
た
は
後
書
き
に
執
筆
の
心
境

を
率
直
に
述
べ
て
お
ら
れ
る
。

解
剖
学
の
関
係
で
は
「
脳
の
解
剖
学
』
と
い
う
名
著
が
あ
る
。
刊
行

は
今
か
ら
五
十
年
前
の
一
九
五
一
年
秋
、
赤
核
の
研
究
が
学
士
院
賞
を

受
け
た
の
も
同
年
春
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
序
文
に
、
戦
時
中
東
大
医
学

部
の
上
級
生
に
講
義
し
た
内
容
が
こ
の
本
の
根
幹
を
な
す
と
あ
り
、
軍

医
と
し
て
戦
地
へ
赴
く
若
者
へ
の
想
い
が
窺
わ
れ
る
。
本
文
は
講
義
十

五
回
の
体
裁
を
な
す
。
第
七
講
に
「
赤
核
に
関
す
る
実
験
」
の
あ
ら
ま

し
が
説
明
さ
れ
て
い
る
。
研
究
が
ほ
ぼ
成
就
し
た
当
時
の
鋭
気
が
液
る

こ
の
章
を
、
私
は
幾
度
も
読
み
直
す
。
自
分
の
眼
で
も
確
か
め
た
く
て
、

東
大
資
料
館
に
脳
の
連
続
標
本
を
観
に
行
っ
た
が
、
オ
ッ
ト
セ
イ
や
ネ

コ
の
赤
核
は
オ
イ
ソ
レ
と
見
出
せ
る
も
の
で
な
か
っ
た
。
第
十
四
講

「
鯨
の
脳
に
つ
い
て
」
で
は
、
手
足
が
貧
弱
な
代
わ
り
に
巨
大
な
尻
尾
を

も
つ
鯨
が
、
体
つ
き
の
点
で
ヒ
ト
と
は
両
極
端
の
位
置
に
あ
り
、
そ
の

運
動
は
主
に
錐
体
外
路
性
で
あ
る
な
ど
、
「
鯨
山
か
ら
ヒ
ト
山
を
観
る
」

と
い
う
臂
え
の
実
例
で
あ
る
。

「
鯨
の
話
』
は
鯨
学
の
金
字
塔
と
呼
ぶ
人
も
い
る
。
脳
研
究
の
必
要

で
イ
ル
カ
の
材
料
を
求
め
た
と
こ
ろ
、
近
海
産
歯
鯨
の
分
類
学
が
不
備

解
剖
学
と
鯨
学
と
医
史
学
と

淺
見
一
羊


