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【
第
８
回
　
関
和
知
の
生
涯
④
】

≪

略
歴≫

（
１
９
２
１
〜
１
９
２
５
）

１
９
２
１
年
　
国
民
党
、
無
所
属
倶
楽
部
と

協
調
し
、
内
閣
不
信
任
案
を

提
出
す
る
。

１
９
２
２
年
　
大
隈
重
信
の
国
民
葬
で
接
伴

係
を
務
め
る
（
１
月
）。

　
　
　
　
　
　
普
選
運
動
の
国
民
大
会
に
登

壇
（
２
月
）。

１
９
２
３
年
　
選
挙
法
改
正
に
つ
い
て
、
臨

時
法
制
審
議
会
の
臨
時
委
員

と
な
る
。

１
９
２
４
年
　
第
15
回
衆
議
院
選
挙
に
当
選
。

陸
軍
政
務
次
官
と
な
る
（
８

月
）。

１
９
２
５
年
　
入
浴
中
に
意
識
を
失
っ
て
倒

れ
る
（
１
月
）。
２
月
18
日

死
去
。

　
議
員
と
し
て
の
関
和
知
は
積
極
的
に
活
動

し
て
お
り
、
演
説
の
姿
は
青
年
雄
弁
家
が
ま

ね
る
ほ
ど
で
し
た
。
大
正
13
年（
１
９
２
４
）

に
刊
行
さ
れ
た
『
奮
励
努
力
近
代
立
志
伝
』

（
経
済
之
日
本
社
、
国
立
国
会
図
書
館
デ
ジ

タ
ル
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
よ
り
）
に
は
「
代
用
職

員
か
ら
出
世
し
て
忽た

ち
ま
ち
政
界
に
お
け
る
花
形

と
な
っ
た
関
和
知
」
と
し
て
、
次
の
よ
う
に

【
問
合
せ
】
教
育
課
　
☎
（
42
）
１
４
１
６

し
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
一
回
目
は
平
安
時

代
で
、
貴
族
の
間
に
人
気
を
博
し
ま
し
た
。

有
名
な
『
宇
津
保
物
語
』
の
前
半
は
、
七
弦

琴
の
演
奏
の
秘
伝
が
重
要
な
モ
チ
ー
フ
に

な
っ
て
い
ま
す
。
江
戸
時
代
に
は
、
文
化
人

の
間
に
広
ま
り
、
有
名
な
南
画
家
の
浦
上
玉

堂
を
は
じ
め
多
く
の
著
名
人
が
そ
の
演
奏
を

た
し
な
み
ま
し
た
。

わ
た
く
し
は
、
高
校
生
の
時
に
、
李
白
の

「
山
中
に
幽
人
と
対
酌
す
」
と
い
う
漢
詩
を

学
ん
で
、「
我
酔
う
て
眠
ら
ん
と
欲
す
君
し

ば
ら
く
去
れ
、
明
朝
意
あ
れ
ば
琴
を
抱
き
て

来
た
れ
」
と
い
う
句
の
「
琴
」
は
、
日
本
の

「
こ
と
」
と
は
違
う
中
国
独
特
の
も
の
だ
と

い
う
こ
と
を
知
っ
て
、
是
非
聴
い
て
み
た
い

と
思
い
ま
し
た
。
し
か
し
当
時
は
身
近
に
音

源
は
な
く
、
大
学
生
に
な
っ
て
香
港
に
行
っ

た
時
に
、
初
め
て
七
弦
琴
の
カ
セ
ッ
ト
を
見

つ
け
て
演
奏
を
聴
く
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

緩
急
自
在
、
激
し
い
抑
揚
が
あ
る
ダ
イ
ナ

ミ
ッ
ク
な
曲
ば
か
り
で
、確
か
に
日
本
の「
こ

と
」
と
は
全
く
違
う
も
の
で
あ
り
ま
し
た
。

か
つ
て
日
本
で
は
耳
に
す
る
こ
と
も
難
し

か
っ
た
七
弦
琴
が
、
こ
の
房
総
の
一
宮
で
も

実
際
に
演
奏
さ
れ
、
耳
を
傾
け
る
こ
と
が
で

き
る
よ
う
に
な
っ
た
の
か
、
と
時
代
の
変
化

に
、
感
慨
を
覚
え
た
ひ
と
と
き
で
あ
り
ま
し

た
。

先
日
、
稲
荷
塚
の
明
法
院
で
七し

ち

弦げ
ん

琴き
ん

の
演

奏
を
聞
く
会
が
開
か
れ
、
わ
た
く
し
も
伺
い

ま
し
た
。
こ
れ
は
武た

け

井い

欲ゆ
う

生き

先
生
が
主
宰
さ

れ
る
、
日
本
古こ

琴き
ん

振
興
会
の
方
々
が
年
来
開

い
て
い
る
も
の
で
、
す
で
に
11
回
目
で
あ
る

と
の
お
話
で
し
た
。

七
弦
琴
と
は
、
も
と
中
国
の
楽
器
で
、
現

在
の
中
国
で
は「
古
琴
」と
よ
ば
れ
ま
す
。『
論

語
』
な
ど
に
も
「
琴
」
と
い
う
名
で
よ
く
出

て
く
る
古
い
楽
器
で
す
。日
本
で
ふ
つ
う「
こ

と
」
と
呼
ぶ
も
の
と
は
違
う
も
の
で
す
。
日

本
の
「
こ
と
」
は
1
メ
ー
ト
ル
80
セ
ン
チ
ほ

ど
と
随
分
大
き
い
で
す
が
、
七
弦
琴
は
ず
っ

と
小
さ
く
て
1
メ
ー
ト
ル
30
セ
ン
チ
弱
で

す
。
日
本
の「
こ
と
」の
弦
は
13
本
で
す
が
、

七
弦
琴
は
文
字
通
り
7
本
で
す
。
ま
た
、
七

弦
琴
に
は
琴
柱
が
な
く
、
爪
を
つ
け
ず
に
弾

く
と
こ
ろ
も
違
い
ま
す
。

こ
の
七
弦
琴
は
ア
ミ
ュ
ー
ズ
メ
ン
ト
の
音

楽
と
い
う
よ
り
、
演
奏
者
が
自
ら
の
心
を
正

し
く
維
持
す
る
よ
す
が
と
し
て
用
い
ら
れ
る

と
い
う
伝
統
が
あ
り
ま
す
。「
琴
」
は
「
禁
」

と
音
通
で
あ
っ
て
、
人
間
の
よ
こ
し
ま
な
心

の
発
生
を
禁
ず
る
た
め
に
演
奏
す
る
と
い
う

の
で
す
。
特
に
儒
教
の
知
識
人
は
、
常
に
七

弦
琴
を
演
奏
す
る
こ
と
で
徳
性
を
か
ん
養
す

る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
ま
し
た
。

日
本
で
も
、
七
弦
琴
は
過
去
に
二
回
流
行 No.99

一宮町長
馬淵 昌也

記
載
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
雄
弁
家
を
以
っ
て
鳴
る
わ
が
政
界
の
人

達
の
中
で
も
、
荘
重
に
し
て
華
麗
流
暢
に

し
て
奔
放
、
面
も
熱
烈
に
し
て
舌
端
火
を

吐
く
の
思
ひ
あ
ら
し
む
る
も
の
、
彼
の
他

に
そ
う
多
く
は
見
当
ら
な
い
。
確
か
に
彼

は
憲
政
会
の
花
形
で
あ
り
、
衆
議
院
の
偉

観
で
あ
り
、
弁
論
界
の
雄
者
で
あ
る
。
第

四
十
三
回
議
会
に
於
て
は
、
当
時
逆
境
に

苦
し
ま
れ
さ
れ
つ
つ
あ
っ
た
憲
政
会
の
総

務
と
し
て
全
国
民
の
地
を
湧
か
せ
肉
を
踊

ら
せ
た
、
か
の
普
選
（
普
通
選
挙
）
問
題

其
他
重
要
問
題
の
た
め
に
得
意
の
弁
舌
を

も
っ
て
時
の
原
内
閣
に
当
り
、
敵
の
心
胆

を
寒
か
ら
し
め
た
の
も
彼
で
あ
っ
た
。

　
　（
中
略
）

　
爾
来
十
数
年
政
界
に
立
っ
て
彼
は
決
し

て
長
年
月
を
閲
し
た
わ
け
で
は
な
い
。
け

れ
ど
も
、
今
日
の
彼
は
堂
々
た
る
大
政
治

家
の
襟
度
と
技
量
を
有
し
て
い
る
こ
と

は
、
等
し
く
敵
も
味
方
も
認
め
る
所
な
の

で
あ
る
。

　
　（
後
略
）（

原
文
マ
マ
、
傍
線
、（
）
筆
者
）

※
前
回
コ
ラ
ム
で
「
第
６
回
」
と
記
載
し
ま

し
た
が
「
第
７
回
」
が
正
し
い
で
す
。
訂

正
し
て
お
詫
び
し
ま
す
。

一
宮
町
の
歴
史
特
集

―
関
和わ

ち知
没
後
１
０
０
年
―

綱
田
の
歴
史
と
関
和
知


