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令
和
三
年
の
幕
開
け
は
、
昨
年
よ
り
続
い
た
新
型
ウ
イ
ル
ス
に
よ
る
世
界
的
流
行
の
さ
ら
な

る
不
確
定
な
恐
怖
と
、
分
断
や
格
差
と
い
う
社
会
問
題
が
地
球
レ
ベ
ル
で
あ
ら
ゆ
る
地
域
に
噴

出
し
、
多
く
の
人
達
が
未
曽
有
の
危
機
に
直
面
し
て
い
る
事
で
始
ま
り
ま
し
た
。
国
内
も
世
界

も
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
を
、
如
何
に
し
て
収
束
さ
せ
る
か
と
い
う
事
に
関
し
て
多
岐
に
渡
る
努
力

が
さ
れ
て
お
り
ま
す
が
、
科
学
的
疫
学
上
の
観
点
か
ら
こ
の
解
決
策
を
い
ち
早
く
見
出
す
こ
と

が
い
か
に
困
難
で
あ
る
か
、
人
類
は
こ
の
一
年
間
で
厳
し
く
認
識
し
ま
し
た
。
し
か
し
、
現
実

は
余
り
に
も
過
酷
で
あ
り
、
コ
ロ
ナ
と
の
闘
い
は
始
ま
っ
た
ば
か
り
で
あ
る
と
言
わ
ね
ば
な
り

ま
せ
ん
。
海
外
の
会
員
か
ら
も
、
そ
の
厳
し
い
現
状
を
報
告
し
て
き
て
お
り
ま
す
が
、
都
市
封

鎖
の
繰
り
返
し
と
経
済
停
滞
や
失
業
な
ど
そ
れ
に
関
連
し
た
社
会
心
理
の
悪
化
な
ど
の
負
の
連

鎖
が
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
不
確
定
な
世
界
で
あ
っ
て
も
私
達
が
修
行
す
る
武
徳
の
道
は
、
あ
く
ま
で
活
人

剣
（
拳
）
で
あ
り
、
共
存
共
栄
の
道
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
道
を
懸
命
に
模
索
し
実
践
す
る
と
共

に
、
相
互
に
理
合
を
も
た
ら
す
存
続
繁
栄
の
術
を
見
出
す
努
力
を
す
る
事
に
よ
り
、
極
め
る
こ

と
が
可
能
に
な
る
の
で
す
。
そ
の
武
徳
の
哲
理
を
鑑
み
る
と
、
一
つ
の
国
だ
け
で
は
コ
ロ
ナ
と

の
闘
い
は
克
服
出
来
ま
せ
ん
。
先
進
国
だ
け
の
力
で
は
不
十
分
で
す
。
世
界
中
の
科
学
者
が
団

結
し
、
人
類
の
英
知
を
懸
け
て
コ
ロ
ナ
に
対
す
る
解
決
策
を
発
見
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
コ

ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
は
、
富
め
る
国
も
貧
し
き
国
も
、
国
籍
や
老
若
男
女
も
問
わ
ず
容
赦
な
く
感
染

拡
大
を
続
け
、
人
間
が
作
り
上
げ
た
最
先
端
の
Ａ
Ｉ
や
、
ス
ー
パ
ー
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
よ
り
も
早

い
速
度
で
変
異
を
繰
り
返
し
、
人
間
を
介
し
て
地
球
を
覆
っ
て
い
き
ま
す
。
そ
れ
に
対
抗
す
る

に
は
、
地
球
レ
ベ
ル
で
人
類
一
丸
と
な
る
決
意
と
実
行
が
不
可
欠
で
す
。
地
球
上
の
人
類
が
危

険
な
ウ
イ
ル
ス
に
対
し
て
、
強
力
な
抗
体
を
確
保
出
来
る
よ
う
に
、
あ
ら
ゆ
る
手
段
を
試
み
る

必
要
が
あ
り
ま
す
。
果
た
し
て
そ
の
よ
う
な
超
国
家
主
義
の
結
束
が
可
能
に
な
る
か
ど
う
か
は
、

各
国
の
指
導
者
た
ち
が
一
枚
岩
に
歩
み
寄
ら
ね
ば
出
来
な
い
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。

し
か
し
、
そ
の
規
範
と
な
る
の
は
ま
ず
そ
れ
ぞ
れ
の
国
が
持
つ
最
上
の
英
知
を
結
集
し
て
出

来
る
こ
と
は
全
て
や
り
尽
く
す
行
動
力
で
あ
る
と
考
え
ま
す
。
そ
の
た
め
に
、
成
す
べ
き
方
策

は
多
々
あ
り
ま
す
が
、
勇
気
あ
る
超
党
派
の
政
治
の
決
断
力
が
早
急
に
必
要
と
さ
れ
ま
す
。
国

家
の
命
運
を
か
け
て
未
曽
有
の
緊
急
財
政
政
策
を
素
早
く
実
行
に
移
し
、
医
療
現
場
や
社
会
福

祉
イ
ン
フ
ラ
の
救
済
や
、
経
済
的
維
持
と
発
展
に
全
て
の
対
策
を
満
遍
な
く
実
行
す
る
事
だ
と

考
え
ま
す
。
即
ち
未
来
を
救
う
た
め
に
現
在
を
最
大
限
救
う
事
で
す
。
し
か
も
、
見
え
な
い
敵

と
の
闘
い
は
一
刻
を
争
い
ま
す
。
ウ
イ
ル
ス
の
感
染
度
よ
り
も
は
る
か
に
速
い
ス
ピ
ー
ド
と
予

測
感
知
力
で
実
行
せ
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。
最
上
の
危
機
管
理
意
識
の
元
、
ま
ず
今
や
れ
る
こ
と

を
決
断
し
実
行
す
る
事
で
す
。
国
民
へ
の
ワ
ク
チ
ン
接
種
準
備
も
適
切
な
治
験
を
素
早
く
実
施

し
、
安
全
性
と
有
効
性
を
確
認
し
た
上
で
、
躊
躇
な
く
実
施
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
国
民

の
命
を
救
う
た
め
に
は
、
武
道
の
世
界
に
あ
る
常
在
戦
場
の
認
識
そ
の
も
の
と
同
じ
で
あ
る
と

考
え
ま
す
。

国
家
が
危
機
に
面
し
た
時
、
い
つ
の
時
代
に
お
い
て
も
、
何
ら
か
の
形
で
救
世
主
と
な
り
得

る
ヒ
ー
ロ
ー
が
出
現
し
ま
す
。
我
が
国
に
お
い
て
は
、
今
の
ヒ
ー
ロ
ー
は
全
て
の
医
療
従
事
者

で
す
。
自
ら
の
命
の
危
険
性
と
直
面
し
な
が
ら
忽
然
と
平
常
心
で
患
者
と
対
峙
し
、
ウ
イ
ル
ス

と
闘
い
看
病
す
る
姿
は
正
に
真
の
侍
で
す
。

そ
れ
と
同
じ
く
緊
急
事
態
宣
言
の
繰
り
返
し
に
よ
る
様
々
な
困
難
に
直
面
し
て
い
る
本
会
に

お
い
て
、
全
て
の
会
員
の
皆
様
に
は
本
会
の
ヒ
ー
ロ
ー
に
な
っ
て
い
た
だ
き
た
い
と
切
に
願
い

ま
す
。
ど
ん
な
に
小
さ
な
形
で
も
ヒ
ー
ロ
ー
に
な
れ
ま
す
。
英
雄
と
は
大
き
な
革
新
や
革
命
だ

け
を
起
こ
す
人
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
ご
く
普
通
の
愛
情
の
こ
も
っ
た
、
情
熱
の
あ
る
、
奉
仕
精

神
を
持
っ
た
人
た
ち
で
す
。
即
ち
武
徳
の
力
を
信
じ
て
ひ
た
す
ら
に
実
行
し
て
い
る
名
も
知
ら

れ
て
い
な
い
人
達
で
す
。
そ
う
い
う
人
た
ち
の
力
が
い
ず
れ
歴
史
を
動
か
し
ま
す
。
何
卒
会
員

の
皆
様
に
は
、
本
会
発
展
の
為
に
格
別
の
ご
支
援
と
ご
協
力
を
賜
り
ま
す
よ
う
心
か
ら
お
願
い

申
し
上
げ
ま
す
。

武
徳
へ
の
道

濱
田

　鉄
心
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本
年
度
二
月
七
日
、
本
会
は
緊
急
事
態
宣
言
下
の
状
況
を
踏
ま
え
て
コ
ロ
ナ
の
感
染
拡
大
防

止
の
為
、
第
八
回
定
時
社
員
総
会
は
、
ズ
ー
ム
に
よ
る
リ
モ
ー
ト
会
議
を
実
施
い
た
し
ま
し
た
。

ご
多
忙
中
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ご
参
加
さ
れ
ま
し
た
総
裁
猊
下
を
始
め
と
し
て
多
く
の
会
員
の

皆
様
に
は
厚
く
お
礼
申
し
上
げ
ま
す
。
そ
の
趣
旨
や
協
議
内
容
及
び
決
議
承
認
事
項
に
関
し
て

は
、
別
途
報
告
が
さ
れ
て
お
り
ま
す
の
で
ご
参
照
く
だ
さ
い
。
本
年
度
の
第
六
回
世
界
武
徳
祭

は
止
む
無
く
延
期
と
な
り
、
第
五
十
九
回
全
国
武
徳
祭
は
中
止
と
な
り
ま
し
た
が
、
コ
ロ
ナ
の

収
束
状
況
が
改
善
さ
れ
れ
ば
、
夏
秋
に
企
画
さ
れ
て
い
る
主
催
行
事
を
実
施
す
る
方
向
で
検
討

い
た
し
ま
す
。
さ
ら
に
、
来
年
度
の
四
月
に
世
界
の
武
道
家
が
結
集
す
る
第
六
回
世
界
武
徳
祭

が
実
現
す
る
事
を
期
待
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
本
会
の
創
立
百
二
十
七
周
年
を
飾
る
歴
史
的
な

世
界
大
会
と
し
て
、
伝
統
武
道
を
愛
す
る
国
内
と
世
界
の
会
員
有
志
が
、
そ
の
感
動
的
な
喜
び

を
分
か
ち
合
え
る
こ
と
を
切
に
願
い
ま
す
。
そ
れ
ま
で
に
感
染
拡
大
が
減
少
し
、
ワ
ク
チ
ン
の

効
果
が
発
揮
さ
れ
、
経
済
の
回
復
が
戻
り
、
少
し
で
も
通
常
の
穏
や
か
な
生
活
環
境
が
取
り
戻

せ
る
こ
と
を
祈
り
ま
す
。
そ
し
て
、
国
内
の
み
な
ら
ず
、
世
界
の
情
熱
的
な
武
道
家
が
正
常
な

形
で
稽
古
に
励
む
日
が
訪
れ
る
と
共
に
、
本
会
の
目
指
し
て
い
る
武
徳
の
促
進
と
主
催
事
業
が

一
日
も
早
く
開
催
で
き
る
こ
と
を
心
か
ら
願
い
ま
す
。

私
達
が
目
指
す
武
徳
へ
の
道
は
、
明
る
い
希
望
の
道
で
し
か
あ
り
ま
せ
ん
。
武
徳
を
志
す
人

達
に
よ
り
、
そ
の
人
達
の
為
に
、
そ
の
道
を
目
指
し
て
根
気
よ
く
ひ
た
す
ら
邁
進
し
て
い
く
事

だ
と
思
い
ま
す
。

最
後
に
、
東
伏
見
総
裁
猊
下
、
桑
原
副
総
裁
を
始
め
と
す
る
本
会
役
員
の
皆
様
と
正
会
員
、

一
般
会
員
、
並
び
に
関
係
各
位
の
益
々
の
ご
健
勝
と
ご
多
幸
を
心
か
ら
お
祈
り
申
し
上
げ
ま
す
。

2016第５回世界武徳祭記念写真
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レトロ特集号２

大正10年に完成した武道専門学校

大日本武徳会本部

武徳殿（明治32年3月竣工）
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武
道
家
処
世
心
得
に
つ
い
て
、
三
本
松
喜
代

見
先
生
の
執
筆
は
、
現
代
を
生
き
る
我
々
に

と
っ
て
も
大
変
貴
重
な
お
言
葉
で
し
た
。

武
道
修
行
の
み
な
ら
ず
日
頃
の
生
活
に
お
い

て
体
感
し
て
い
る
事
柄
が
、
明
確
な
言
葉
に
表

さ
れ
て
い
ま
す
。
熟
読
す
る
ほ
ど
に
三
本
松
先

生
か
ら
武
道
家
心
得
の
教
え
を
頂
き
、
こ
れ
か

ら
の
武
道
家
人
生
の
礎
と
な
る
も
の
で
す
。

こ
の
会
報
武
徳
を
は
じ
め
古
い
書
物
は
、
偉

大
な
先
人
達
の
叡
智
が
詰
め
ら
れ
た
宝
庫
で
す
。

そ
の
書
物
な
ど
に
は
時
代
を
超
え
た
格
言
が
あ

り
、
我
々
は
そ
の
書
か
ら
武
へ
の
境
地
を
学
び
、

さ
ら
な
る
探
求
と
修
練
を
重
ね
自
己
練
磨
し
て

い
く
こ
と
が
、
い
に
し
え
の
武
術
を
師
よ
り
受

け
継
い
だ
我
々
の
使
命
だ
と
思
い
ま
す
。

武
道
家
処
世
心
得

泰
嵒
会

小
林　

信
之

※
先
達
の
原
稿
は
、
発
行
当
初
の
ま
ま
掲
載
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

（
昭
和
五
十
二
年
七
月
十
八
日 

発
行
）
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※
先
達
の
原
稿
は
、
発
行
当
初
の
ま
ま
掲
載
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

（
昭
和
四
十
二
年
十
一
月
三
日 

発
行
）

升
田
将
棋
九
段
が
、
芸
は
、
師
匠
か
ら
お
そ
わ
る
も
の
で
な
く
「
盗
む
」
も
の
だ
と
い
っ
た
。

昔
の
名
人
と
い
わ
れ
る
人
は
、
ほ
と
ん
ど
例
外
な
く
血
の
で
る
よ
う
な
修
行
を
し
て
き
た
。
芸

道
に
近
道
は
な
い
。
苦
心
を
し
て
、
そ
の
「
コ
ツ
」
を
会
得
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
升
田
九

段
は
、
芸
は
か
ら
だ
で
覚
え
る
も
の
だ
と
言
っ
て
い
る
。
そ
の
文
章
を
読
ま
せ
て
も
ら
っ
た
と

き
、
ふ
と
目
黒
先
生
の
こ
と
を
思
い
出
し
ま
し
た
。
あ
れ
は
私
が
居
合
を
始
め
て
十
年
位
の
こ

と
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
の
頃
の
目
黒
先
生
は
業
な
ど
直
接
教
え
て
も
ら
う
こ
と
な
ど
で
き
な
い

ほ
ど
の
雲
の
上
の
先
生
で
し
た
。
そ
ん
な
目
黒
先
生
の
風
格
・
人
柄
・
技
量
を
道
場
の
隅
か
ら

見
て
、
ど
う
し
た
ら
あ
ん
な
風
に
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
と
稽
古
に
励
ん
で
い
ま
し
た
。
あ
る
時

中
伝
の
稽
古
を
し
て
い
た
時
、
遠
く
で
目
黒
先
生
が
「
そ
れ
だ
よ
、
そ
の
振
り
方
だ
よ
」
と
褒

め
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。
予
想
外
の
事
で
自
分
を
見
て
い
た
ん
だ
と
思
う
と
本
当
に
嬉
し
か
っ

た
こ
と
を
思
い
出
し
ま
し
た
。
あ
れ
か
ら
二
十
数
年
が
立
ち
、
目
黒
先
生
も
亡
く
な
り
、
今
先

生
と
し
て
弟
子
の
面
倒
を
見
て
い
ま
す
。
弟
子
に
は
ま
ず
形
を
教
え
ま
す
。
そ
し
て
相
手
は
ど

こ
に
い
る
の
か
、
近
く
に
相
手
は
い
る
、
目
付
は
ど
こ
に
つ
け
る
の
だ
、
相
手
の
動
き
を
見
て

動
け
と
教
え
、
繰
り
返
し
稽
古
さ
せ
て
い
ま
す
。
う
ま
く
で
き
た
と
き
は
褒
め
ま
す
。
ま
た
稽

古
さ
せ
ま
す
。
そ
の
繰
り
返
し
で
す
。
弟
子
は
ど
ん
ど
ん
力
を
つ
け
て
い
ま
す
。
そ
し
て
自
分

が
そ
の
業
を
し
て
み
せ
ま
す
。
弟
子
は
そ
れ
を
見
て
ま
た
黙
々
と
稽
古
を
続
け
ま
す
。
そ
ん
な

稽
古
を
週
二
、三
回
し
て
い
ま
す
。
イ
メ
ー
ジ
を
言
葉
で
言
う
の
は
簡
単
で
す
。
で
も
体
は
そ

う
簡
単
に
は
動
け
ま
せ
ん
。
た
だ
黙
々
と
体
を
動
か
す
こ
と
で
す
。
そ
れ
が
稽
古
で
す
。
人
の

業
を
見
よ
、
と
に
か
く
見
よ
、
そ
し
て
稽
古
せ
よ
と
教
え
て
い
ま
す
。
今
回
の
寄
稿
の
要
請
で
、

亡
き
目
黒
先
生
を
思
い
出
す
こ
と
が
で
き
、
ま
た
弟
子
た
ち
の
指
導
す
る
気
概
を
再
認
識
で
き

ま
し
た
こ
と
に
厚
く
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

「
芸
を
盗
む
」（
昭
和
四
十
二
年
創
刊
号
よ
り
）

古
武
道　

唯
心
会

小
松　

秀
敏
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※
先
達
の
原
稿
は
、
発
行
当
初
の
ま
ま
掲
載
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

（
昭
和
五
十
三
年
一
月
十
日 

発
行
）
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東
北
大
学
講
師
、
鈴
木
栄
蔵
先
生
の
「
日
本
人
よ
武
道
を
見
直
せ
」
を
拝
読
し
ま
し
た
。
武

士
道
と
は
武
術
の
習
得
に
向
か
っ
て
己
の
人
格
形
成
を
自
覚
し
、
さ
ら
に
人
間
倫
理
か
ら
和
心

徳
義
の
世
界
を
確
立
す
る
為
努
力
実
践
さ
れ
て
来
た
も
の
で
、
ス
ポ
ー
ツ
化
し
た
格
闘
技
は
武

道
で
な
い
と
論
じ
ら
れ
て
い
ま
す
。

平
成
二
十
年
に
武
道
の
理
念
と
し
て
「
武
道
は
武
士
道
の
伝
統
に
由
来
す
る
我
が
国
で
体
系

化
さ
れ
た
武
技
の
修
練
に
よ
る
心
技
一
如
の
運
動
文
化
で
、柔
道
、空
手
道
、剣
道
、相
撲
、弓
道
、

合
気
道
、
少
林
寺
拳
法
、
な
ぎ
な
た
、
銃
剣
道
な
ど
を
修
練
し
て
心
技
体
を
一
体
と
し
て
鍛
え
、

人
格
を
磨
き
、
道
徳
心
を
高
め
、
礼
節
を
尊
重
す
る
態
度
を
養
う
、
国
家
、
社
会
の
平
和
と
繁

栄
に
寄
与
す
る
人
間
形
成
の
道
で
あ
る
」
と
制
定
さ
れ
て
い
ま
す
。

柔
道
が
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
競
技
に
取
り
入
れ
ら
れ
て
か
ら
、
競
技
で
あ
る
以
上
勝
敗
が
最
優
先

さ
れ
、
勝
っ
た
ら
ガ
ッ
ツ
ポ
ー
ズ
が
出
る
。
武
道
か
ら
見
れ
ば
嘆
か
わ
し
い
行
為
で
あ
る
。
格

闘
技
に
試
合
形
式
を
取
り
入
れ
ば
勝
負
に
拘
り
、
本
来
の
武
道
精
神
は
失
わ
れ
る
だ
ろ
う
。

私
は
居
合
道
を
修
練
し
て
お
り
ま
す
が
、
常
々
塾
長
か
ら
制
定
居
合
の
様
に
理
法
を
無
視
し

勝
負
に
勝
つ
為
の
居
合
は
居
合
で
な
い
と
言
わ
れ
、
我
々
が
習
得
す
べ
き
は
古
流
の
居
合
で
あ

り
、
残
さ
れ
た
文
献
が
あ
れ
ば
研
究
し
、「
如
何
に
し
て
確
実
に
斬
る
か
」
を
何
度
も
繰
り
返

し
稽
古
し
て
己
の
物
に
す
る
技
術
を
学
び
、「
肚
で
抜
き
肚
で
斬
り
肚
で
納
刀
」
と
も
っ
と
丹

田
を
鍛
え
る
こ
と
を
主
と
す
べ
き
で
あ
る
と
教
わ
り
ま
し
た
。

平
成
二
十
四
年
か
ら
中
学
校
で
も
武
道
（
柔
道
・
剣
道
・
相
撲
）
が
必
須
科
目
に
な
り
ま
し

た
。
武
道
を
通
じ
て
「
礼
儀
・
礼
節
、
相
手
に
対
す
る
敬
意
の
念
」
を
学
ぶ
こ
と
が
主
眼
と
考

え
ま
す
が
、
少
し
で
も
武
道
に
親
し
ん
で
も
ら
い
、
そ
れ
ぞ
れ
の
武
道
を
も
っ
と
極
め
て
見
た

い
と
思
う
子
供
た
ち
が
増
え
れ
ば
、
先
々
楽
し
み
だ
な
あ
と
思
い
ま
す
。

「
日
本
人
よ
武
道
を
見
直
せ
」理

法
塾

松
村　

則
夫


