
田
辺
朔
郎
の
生
き
様
と
業
績
は
、
献
身
的
な
仕
事
と
祖
国
へ
の
奉
仕
が
目
立
つ
明
治
期
の
指
導
的
な
土
木

技
術
者
の
中
で
も
際
立
っ
て
い
る
と
い
え
る
。
田
辺
は
創
立
後
ま
も
な
い
時
期
の
工
部
大
学
校
で
学
ぶ
。
こ

の
大
学
は
日
本
の
発
展
の
た
め
に
は
近
代
科
学
技
術
の
導
入
が
不
可
欠
で
あ
る
と
し
て
、
伊
藤
博
文
工
部
大

臣
が
山
尾
庸
三
工
部
次
官
ら
と
明
治
六
年
に
東
京
虎
ノ
門
に
創
立
し
た
も
の
で
、
こ
れ
は
後
に
帝
国
大
学
工

科
大
学
へ
、
さ
ら
に
現
在
の
東
京
大
学
工
学
部
に
つ
な
が
っ
て
ゆ
く
。
山
尾
庸
三
は
我
が
国
の
科
学
技
術
の

育
て
の
親
と
も
言
う
べ
き
人
で
あ
り
、
明
治
十
二
年
二
八
七
九
)
創
立
の
日
本
工
学
会
(
の
ち
に
こ
れ
か

ら
分
か
れ
て
機
械
学
会
、
建
築
学
会
、
電
気
学
会
、
土
木
学
会
な
ど
が
で
き
る
)
の
初
代
会
長
で
あ
る
。
工

業
の
な
い
日
本
に
何
故
工
学
教
育
が
必
要
で
あ
る
か
、
と
問
わ
れ
た
の
に
対
し
て
山
尾
は
次
の
よ
う
に
答
え

た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
「
工
業
な
く
も
人
を
つ
く
ら
ば
、
そ
の
人
工
業
を
見
い
出
す
べ
し
」
と
。

こ
の
大
学
で
は
教
授
は
す
べ
て
イ
ギ
リ
ス
人
で
あ
り
、
教
育
は
英
語
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
入
学
後
六

年
目
の
卒
業
論
文
の
対
象
と
し
て
田
辺
が
選
ん
だ
の
が
琵
琶
湖
疏
水
の
計
画
で
あ
っ
た
。
京
都
ま
で
の
鉄
道



の
全
通
し
な
い
時
代
で
あ
っ
た
が
、
京
都
ま
で
出
か
け
現
地
調
査
を
し
た
田
辺
は
そ
の
成
果
を
英
文
論
文
と

何
葉
か
の
図
面
と
し
て
仕
上
げ
る
。

北
垣
京
都
府
知
事
に
そ
の
研
究
成
果
を
説
明
す
る
機
会
を
得
た
田
辺
は
校
長
に
推
薦
さ
れ
て
就
職
先
と
し

て
疏
水
事
業
を
選
び
、
こ
れ
に
従
事
す
る
た
め
明
治
十
六
年
卒
業
と
同
時
に
京
都
へ
赴
任
す
る
。
北
垣
知
事

は
こ
の
弱
冠
二
十
一
歳
の
工
学
士
を
琵
琶
湖
疏
水
建
設
と
い
う
我
が
国
で
は
最
大
規
模
の
土
木
事
業
の
主
任

技
師
の
任
に
当
た
ら
せ
る
。

田
辺
の
卒
業
研
究
に
関
し
て
、
今
一
つ
よ
く
知
ら
れ
た
話
が
あ
る
。
京
都
で
の
調
査
に
際
し
て
地
質
調
査

の
折
、
誤
っ
て
右
手
を
怪
我
し
た
田
辺
は
卒
業
論
文
の
執
筆
に
際
し
て
右
手
を
使
う
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。

卒
業
が
遅
れ
る
こ
と
を
お
そ
れ
た
田
辺
は
左
手
で
論
文
執
筆
と
製
図
を
や
り
遂
げ
た
の
で
あ
っ
た
。
不
撓
不

屈
の
強
い
意
志
を
持
っ
た
田
辺
朔
郎
を
示
す
エ
ピ
ソ
ー
ド
と
し
て
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
田
辺
朔
郎
の
卒
業
論

文
執
筆
に
か
け
た
情
熱
と
、
大
事
業
の
実
現
へ
つ
な
が
っ
て
い
っ
た
優
れ
た
成
果
を
記
念
し
て
、
今
も
東
京

大
学
工
学
部
土
木
学
科
で
は
優
れ
た
卒
業
論
文
を
仕
上
げ
た
学
生
に
毎
年
、
田
辺
朔
郎
賞
を
授
与
し
て
い
る
。

北
垣
知
事
の
信
頼
に
感
激
し
た
青
年
技
師
の
疏
水
建
設
に
お
け
る
八
面
六
臂
の
活
躍
は
本
書
に
詳
し
く
描

か
れ
て
い
る
。
琵
琶
湖
疏
水
事
業
に
お
け
る
田
辺
の
業
績
の
中
で
特
筆
す
べ
き
は
、
そ
の
工
事
途
中
で
水
力

発
電
の
導
入
に
踏
み
切
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
明
治
二
十
一
年
ア
メ
リ
カ
を
視
察
し
、
始
ま
っ
た
ば
か
り
の
水

力
発
電
を
ま
の
当
た
り
に
し
た
田
辺
は
そ
の
発
展
性
に
着
目
し
、
疏
水
の
落
差
を
利
用
し
て
ま
だ
他
の
先
進

諸
国
に
お
い
て
も
実
現
し
た
こ
と
の
殆
ど
な
か
っ
た
水
力
発
電
を
採
用
す
る
こ
と
と
し
た
。
こ
れ
に
よ
り
工



場
の
動
力
や
市
電
の
早
期
実
現
が
な
さ
れ
た
こ
と
の
ほ
か
、
西
川
幸
治
京
大
名
誉
教
授
の
述
べ
る
よ
う
に
、
当

初
は
水
車
の
利
用
を
前
提
と
し
て
東
山
山
麓
に
計
画
さ
れ
て
い
た
工
場
群
の
立
地
が
な
く
な
る
こ
と
に
な
る
。

も
し
こ
の
地
区
が
工
場
地
区
化
さ
れ
て
い
た
な
ら
現
在
の
京
都
の
都
市
景
観
は
実
に
惨
め
な
も
の
に
な
っ
て

い
た
に
違
い
な
い
。
田
辺
朔
郎
の
先
見
が
こ
の
点
で
も
現
代
の
京
都
に
大
き
な
影
響
を
も
っ
て
い
る
の
で
あ

る
。

明
治
二
十
三
年
に
琵
琶
湖
疏
水
の
大
工
事
は
完
成
し
、
田
辺
は
そ
の
後
ま
も
な
く
京
都
で
の
職
を
辞
し
、

帝
国
大
学
(
の
ち
に
東
京
帝
国
大
学
)
土
木
工
学
科
の
教
授
と
な
っ
て
東
京
へ
戻
る
。

し
か
し
、
田
辺
は
数
年
に
し
て
帝
大
教
授
と
い
う
安
定
し
た
職
を
擲
っ
て
、
再
び
現
場
で
の
建
設
事
業
に

従
事
す
る
。
北
海
道
開
拓
使
へ
転
じ
た
北
垣
国
道
の
求
め
に
応
じ
て
、
北
海
道
を
貫
通
す
る
鉄
道
建
設
の
た

め
人
跡
稀
な
北
海
道
内
陸
部
へ
入
り
、
路
線
選
定
の
た
め
の
踏
査
を
自
ら
行
い
、
設
計
を
指
導
し
、
工
事
を

監
督
す
る
の
で
あ
る
。
田
辺
朔
郎
の
業
績
が
特
に
評
価
さ
れ
る
の
は
疏
水
建
設
だ
け
で
な
く
、
こ
の
北
海
道

の
鉄
道
を
は
じ
め
と
し
て
、
そ
の
後
も
長
い
年
月
に
わ
た
っ
て
献
身
的
に
実
に
多
く
の
建
設
事
業
を
成
し
遂

げ
て
ゆ
く
か
ら
で
あ
る
。

北
海
道
で
の
鉄
道
建
設
の
後
、
田
辺
は
京
都
帝
国
大
学
教
授
に
迎
え
ら
れ
、
再
び
京
都
に
戻
る
。
京
都
で

は
京
都
帝
大
工
科
大
学
長
な
ど
学
内
で
の
要
職
を
務
め
る
と
共
に
、
京
都
の
三
大
事
業
で
あ
る
第
二
疏
水
を

建
設
し
て
の
利
水
事
業
、
急
速
濾
過
式
浄
水
場
を
設
け
て
の
水
道
事
業
、
市
内
電
車
事
業
を
提
案
し
、
そ
の

実
現
に
尽
力
す
る
。
こ
の
ほ
か
全
国
各
地
で
の
利
水
事
業
、
鉄
道
建
設
、
運
河
建
設
な
ど
を
指
導
し
、
関
門



海
底
ト
ン
ネ
ル
の
フ
ィ
ー
ジ
ビ
リ
テ
ィ
ス
タ
デ
ィ
ー
を
進
め
、
そ
の
建
設
を
提
言
す
る
。

ま
た
六
十
七
歳
で
第
十
七
代
土
木
学
会
会
長
を
務
め
、
ま
た
『
明
治
以
前
日
本
土
木
史
』
の
編
纂
委
員
長

と
し
て
、
極
め
て
貴
重
な
国
土
建
設
史
で
あ
る
こ
の
書
を
完
成
さ
せ
る
。
そ
の
ほ
か
『
と
ん
ね
る
』
『
水
力
』

な
ど
数
多
く
の
著
書
を
残
す
。
田
辺
朔
郎
の
業
績
に
つ
い
て
の
調
査
に
も
力
を
注
い
だ
京
大
名
誉
教
授
天
野

光
三
は
、
そ
の
広
範
で
多
彩
な
仕
事
と
能
力
を
次
の
よ
う
に
評
し
て
い
る
。

「
欧
米
の
学
者
も
驚
嘆
し
た
彼
の
才
能
は
も
ち
ろ
ん
、
広
い
視
野
と
先
見
性
、
緻
密
な
計
画
力
と
こ
れ
ら
を

支
え
る
強
靭
な
精
神
力
、
私
心
の
な
い
高
潔
な
人
柄
が
、
幾
多
の
困
難
を
克
服
し
、
こ
の
よ
う
な
大
事
業
を

次
々
に
完
成
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
ろ
う
。
田
辺
朔
郎
の
八
十
二
年
の
生
涯
は
、
息
つ
ぐ
暇
も
な
い

大
土
木
事
業
の
連
続
で
あ
っ
た
。
し
か
も
そ
の
東
奔
西
走
の
合
間
に
残
さ
れ
た
数
多
く
の
和
歌
、
漢
詩
、
写

経
、
日
本
画
、
随
筆
な
ど
な
ど
、
多
方
面
に
わ
た
る
芸
術
的
天
分
に
は
、
よ
く
も
こ
れ
ほ
ど
と
た
だ
感
嘆
の

ほ
か
は
な
い
。
」

一
八
九
四
年
英
国
土
木
学
会
は
田
辺
の
業
績
を
讃
え
て
、
テ
ル
フ
ォ
ー
ド
メ
ダ
ル
を
贈
呈
す
る
。
ト
ー
マ

ス
・
テ
ル
フ
ォ
ー
ド
は
英
国
内
を
始
め
各
地
に
実
に
数
多
く
の
橋
梁
、
運
河
、
道
路
な
ど
を
設
計
し
建
設
し

た
大
土
木
技
師
で
あ
る
。
英
国
土
木
学
会
初
代
会
長
を
務
め
、
そ
の
遺
体
は
英
国
に
対
し
最
大
級
の
貢
献
を

し
た
人
々
の
み
が
眠
る
ウ
ェ
ス
ト
ミ
ン
ス
タ
ー
寺
院
の
中
に
葬
ら
れ
て
い
る
。

田
辺
の
授
賞
は
、
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
の
フ
ォ
ー
ス
橋
の
完
成
二
八
九
〇
年
)
な
ど
、
今
日
の
英
国
の
国

土
の
骨
格
を
形
作
っ
た
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
王
朝
の
大
建
設
時
代
の
最
中
で
あ
っ
た
。
田
辺
と
同
じ
く
信
じ
難
い



ほ
ど
多
く
の
土
木
事
業
を
手
が
け
た
ト
ー
マ
ス
・
テ
ル
フ
ォ
ー
ド
の
名
を
冠
し
た
メ
ダ
ル
は
、
ま
こ
と
に
最

適
の
人
物
に
与
え
ら
れ
た
と
言
え
る
。

田
辺
朔
郎
は
こ
の
よ
う
に
想
像
を
絶
す
る
多
く
の
仕
事
に
打
ち
込
ん
だ
、
ま
さ
に
行
動
派
の
学
者
で
あ
っ

た
。
「
成
し
遂
げ
ぬ
こ
と
の
あ
ま
た
残
れ
る
は
、
今
年
も
去
年
に
似
た
る
暮
れ
か
な
」
の
自
作
の
歌
も
さ
ぞ
か

し
と
思
わ
れ
る
。

昭
和
五
十
七
年
京
都
蹴
上
の
イ
ン
ク
ラ
イ
ン
の
上
の
疏
水
公
園
に
青
年
技
師
田
辺
朔
郎
の
銅
像
が
建
て
ら

れ
る
。
平
成
元
年
に
は
疏
水
開
通
一
〇
〇
年
を
記
念
し
て
疏
水
記
念
館
が
開
館
さ
れ
て
、
疏
水
に
関
す
る
資

料
が
保
管
、
展
示
さ
れ
、
ま
た
北
垣
国
道
知
事
の
銅
像
も
こ
こ
に
再
建
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。


