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1
　
は
じ
め
に

　
わ
た
し
た
ち
は
、
あ
る
人
物
の
思
想
に
は
い
り
こ
も
う
と
す
る
と
き
、
さ

ま
ざ
ま
な
方
法
を
と
る
こ
と
が
で
き
る
と
思
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

　
わ
た
し
は
つ
ね
つ
ね
、
　
「
在
米
体
験
」
を
も
つ
人
物
の
思
想
を
調
べ
て
い

く
う
ち
に
、
と
く
に
明
治
期
で
は
、
彼
ら
の
思
想
は
、
彼
ら
が
自
ら
の
「
在

米
体
験
」
を
思
想
的
に
ど
う
と
ら
え
て
い
た
か
を
み
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
か

な
り
の
程
度
ま
で
解
き
ほ
ぐ
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
、
ま
た
、
そ

う
し
な
け
れ
ば
解
き
ほ
ぐ
せ
な
い
の
で
は
な
い
か
と
思
う
よ
う
に
な
っ
た
。

そ
の
も
っ
と
も
大
き
な
理
由
は
、
初
期
労
働
運
動
・
社
会
主
義
を
調
べ
て
い

く
う
ち
に
、
こ
れ
は
「
タ
ネ
本
」
を
つ
か
ま
さ
れ
て
い
る
ぞ
、
と
気
づ
い
た

こ
と
で
あ
っ
た
。

　
た
と
え
ば
、
片
山
潜
の
思
想
構
造
は
、
か
ん
た
ん
に
い
え
ば
、
欧
米
の
社

会
は
進
歩
し
て
い
る
か
ら
、
　
「
正
統
」
で
「
先
端
」
の
社
会
思
想
を
欧
米
か

ら
と
り
い
れ
「
タ
ネ
本
」
に
す
る
の
が
、
「
進
歩
的
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

ら
な
っ
て
い
る
、
と
し
か
思
え
な
く
な
っ
た
の
で
あ
る
。
片
山
の
『
自
伝
』
・

『
渡
米
案
内
』
は
、
生
活
体
験
と
し
て
の
在
米
体
験
を
語
っ
た
も
の
と
し
て

は
、
か
な
り
す
ぐ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
思
う
が
、
そ
れ
が
ま
っ
た
く
片
山
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

思
想
に
い
か
さ
れ
て
い
な
い
、
思
想
と
生
活
体
験
が
ま
っ
た
く
し
ゃ
断
さ
れ

て
い
る
、
と
い
う
の
が
わ
た
し
の
実
感
で
あ
る
。

　
「
タ
ネ
本
」
に
自
分
の
思
い
を
託
す
の
は
、
　
「
タ
ネ
本
」
の
紹
介
と
し
て

も
、
そ
れ
は
そ
れ
で
い
い
と
思
う
。
し
か
し
、
　
「
タ
ネ
本
」
を
自
分
の
思
想

と
す
る
に
は
、
ま
ず
、
そ
の
「
タ
ネ
本
」
を
自
分
の
生
活
体
験
・
社
会
体
験

で
も
み
こ
な
し
、
自
力
で
日
本
の
社
会
構
造
と
格
闘
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
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は
ず
で
あ
る
。
高
野
房
太
郎
・
片
山
潜
・
安
部
雀
蜂
・
西
川
光
次
郎
ら
の
思

想
が
、
そ
の
手
続
を
欠
き
、
彼
ら
の
思
想
を
額
面
通
り
う
け
と
る
こ
と
が
、

「
タ
ネ
本
」
を
つ
か
ま
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
な
ら
、
わ
た
し
た
ち
は
、
　
「
正

攻
法
」
か
ら
離
れ
て
み
る
こ
と
も
必
要
だ
と
思
う
。
思
想
と
し
て
の
「
在
米

体
験
」
か
ら
、
初
期
労
働
運
動
・
社
会
主
義
を
見
直
し
て
み
よ
う
と
い
う
わ

た
し
の
問
題
意
識
は
、
こ
こ
か
ら
き
て
い
る
。

　
こ
の
問
題
意
識
か
ら
す
れ
ば
、
資
料
上
か
ら
も
、
片
山
潜
・
安
部
磯
雄
か

ら
と
り
あ
げ
る
べ
き
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
れ
は
別
の
機
会
に
ゆ
ず
る
こ
と

　
　
③

に
し
て
、
本
論
で
は
、
高
野
房
太
郎
（
一
八
六
九
～
一
九
〇
四
）
を
と
り
あ

げ
た
い
と
思
う
。
そ
れ
は
、
高
野
が
、
初
期
労
働
運
動
の
運
動
面
で
の
ひ
な

形
を
つ
く
り
、
そ
の
牽
引
者
で
あ
っ
た
こ
と
に
よ
っ
て
い
る
が
、
何
よ
り
も

一
介
の
「
出
稼
ぎ
」
と
し
て
の
在
米
体
験
を
も
っ
て
い
た
こ
と
に
よ
っ
て
い

る
。
思
想
の
な
か
に
、
直
接
そ
の
痕
跡
を
み
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
。
そ
し

て
、
そ
の
痕
跡
を
も
た
ず
に
思
想
を
も
ち
帰
っ
た
、
高
野
の
思
想
構
造
か
ら
、

奇
妙
に
聞
え
る
か
も
し
れ
な
い
が
（
実
は
奇
妙
で
は
な
い
）
、
初
期
社
会
主
義

を
考
え
て
み
た
い
こ
と
も
、
そ
の
理
由
で
あ
る
。

　
な
お
、
本
論
で
い
う
初
期
労
働
運
動
・
社
会
主
嚢
の
初
期
と
は
、
日
露
戦

争
ま
で
の
明
治
三
〇
年
代
の
時
期
を
さ
し
て
い
る
。

①
　
ひ
ろ
く
欧
米
で
の
体
験
、
と
考
え
て
も
ら
っ
て
よ
い
。
ま
た
現
実
に
、
体
験
を

　
も
た
な
く
て
も
、
欧
米
の
思
想
に
よ
り
か
か
っ
て
い
る
人
物
も
ふ
く
ま
れ
る
。

②
　
詳
し
く
は
、
別
の
機
会
に
ゆ
ず
り
た
い
と
思
う
が
、
と
り
あ
え
ず
、
つ
ぎ
の
こ

　
と
を
い
っ
て
お
き
た
い
。
片
山
は
『
都
市
社
会
主
義
』
　
（
　
九
〇
三
年
）
の
「
結

　
論
」
で
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
の
べ
て
い
る
。

　
　
「
殊
に
殴
米
都
市
の
都
市
政
策
を
記
遽
し
て
市
民
に
紹
介
す
る
は
興
味
あ
る
購

　
　
な
ら
ん
も
吾
人
は
賞
重
な
る
紙
面
を
以
て
一
の
都
市
問
題
講
議
録
に
な
す
を
得

　
　
ず
。
故
に
吾
人
が
過
去
数
十
回
論
じ
た
る
事
は
、
直
接
に
我
東
京
帝
の
問
題
に

　
　
し
て
且
つ
直
接
に
一
般
市
民
に
大
工
係
あ
る
生
け
る
問
題
を
論
じ
た
る
の
み
。
」

　
　
（
実
業
之
日
本
社
版
　
一
九
四
九
年
　
一
一
三
頁
。
）

　
『
都
市
社
会
主
義
』
を
一
読
す
れ
ば
、
す
ぐ
わ
か
る
が
、
　
「
結
論
」
と
は
ま
っ
た

　
く
逆
に
、
こ
の
著
作
は
、
　
「
駄
米
都
市
の
都
箭
政
策
」
の
記
述
が
中
心
で
、
　
「
我

　
東
京
市
の
問
題
に
し
て
旦
つ
直
接
に
一
般
布
民
に
二
二
係
あ
る
坐
け
る
問
題
」
は
、

　
ミ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヤ

　
つ
け
た
し
で
論
じ
ら
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
片
山
は
、
こ
の
「
結
論
」
を
本
気

　
で
い
っ
て
い
る
の
だ
が
、
わ
た
し
は
、
こ
れ
を
読
ん
だ
と
き
、
片
山
の
発
想
が
、

　
そ
し
て
思
想
構
造
が
、
手
に
と
る
よ
う
に
わ
か
る
気
が
し
た
。

　
　
「
抑
も
欧
米
諸
市
が
粛
民
の
教
育
に
力
を
領
す
は
著
明
な
る
者
に
し
て
、
我
東

　
　
京
市
の
如
き
も
大
に
彼
に
微
ひ
、
蓮
歩
の
態
度
を
取
ら
ざ
る
べ
か
ら
ず
。
」
（
岡

　
　
右
、
二
〇
頁
。
）

　
　
「
吾
人
は
鰍
米
の
諸
都
市
が
如
何
に
市
場
を
清
潔
に
且
つ
美
麗
に
装
置
せ
る
か

　
　
を
感
服
す
る
者
な
り
。
而
し
て
其
目
的
は
市
昆
を
し
て
善
良
な
る
晶
物
を
安
箆

　
　
に
得
せ
し
む
る
に
あ
り
。
然
る
に
我
國
の
都
市
は
如
何
、
我
東
京
布
は
如
何
、

　
　
吾
人
は
之
を
云
ふ
を
趾
ず
る
者
な
り
。
」
　
（
同
右
、
ニ
ニ
○
頁
～
二
二
＝
貝
。
）

　
　
片
山
が
、
　
「
欧
米
都
市
」
の
矛
盾
に
気
づ
い
て
い
て
も
、
　
「
都
布
問
題
」
を
論

　
ず
る
際
、
「
彼
に
微
ひ
、
進
歩
の
態
度
を
取
ら
ざ
る
べ
か
ら
ず
」
、
と
い
う
論
理
構

　
造
を
と
っ
た
こ
と
に
、
片
山
の
思
想
構
造
が
、
典
型
的
に
で
て
い
る
と
思
う
。

③
本
論
で
以
後
、
た
び
た
び
片
山
・
安
部
、
あ
る
い
は
初
期
社
会
主
義
に
つ
い
て

　
言
及
す
る
が
、
譲
②
で
ふ
れ
た
よ
う
に
、
そ
れ
ら
に
つ
い
て
は
、
別
の
機
会
に
詳

　
し
く
論
ず
る
つ
も
り
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
本
論
で
は
、
特
に
必
要
の
あ
る
以
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外
は
、
そ
の
言
及
に
つ
い
て
、
註
を
ほ
ど
こ
さ
な
い
こ
と
を
、

わ
っ
て
お
ぎ
た
い
。

2

思
想
と
し
て
の
在
米
体
験

あ
ら
か
じ
め
こ
と

　
高
野
の
社
会
思
想
は
、
お
お
ま
か
に
い
っ
て
し
ま
え
ば
、
労
働
運
動
に
よ

る
「
近
代
的
労
働
者
」
の
形
成
と
労
働
者
（
斑
衆
）
の
社
会
生
活
の
向
上
と

産
業
社
会
の
実
現
・
窟
国
と
を
社
会
経
済
的
に
ど
う
融
合
さ
せ
る
か
に
、
そ

の
柱
が
あ
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
。
こ
の
思
想
を
支
え
て
い
た
「
労
働
運
動
↓

社
会
生
活
の
向
上
↓
消
費
力
の
増
大
↓
産
業
社
会
の
実
現
・
冨
国
」
と
い
う

「
経
済
理
論
」
が
、
ま
っ
た
く
ガ
ソ
ト
ソ
の
『
富
と
進
歩
』
（
○
①
o
村
σ
q
o
O
β
暮
。
戸

き
ミ
導
§
蕊
㌣
誌
§
捻
－
這
ミ
ミ
ら
ミ
肉
疑
§
§
ミ
畿
§
ミ
き
恥
哨
§
領
導

俘
§
識
§
§
ミ
蓼
肉
§
§
ミ
儀
寄
ミ
鳳
噺
§
＆
⑦
。
鼠
ミ
肉
§
§
卵
鳳
。
。
c
。
M
）

に
お
う
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
大
島
清
の
研
究
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ

　
　
①

て
い
る
。
つ
ま
り
、
い
ま
ま
で
高
野
の
社
会
思
想
と
し
て
と
り
あ
っ
か
わ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

て
き
た
も
の
は
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
「
ガ
ソ
ト
ソ
の
も
の
」
だ
っ
た
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
日
本
の
近
代
社
会
思
想
を
み
る
と
き
、
わ
た
し
た
ち
は
、
「
タ

ネ
本
」
に
た
よ
ら
ず
自
力
で
日
本
の
社
会
構
造
と
の
格
闘
を
通
し
て
思
想
形

成
を
な
し
た
思
想
を
そ
う
多
く
み
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
高
野
は
そ
の
意

味
で
ご
く
あ
り
ふ
れ
た
存
在
で
し
か
な
い
。
高
野
の
現
在
残
さ
れ
て
い
る
論

稿
の
多
く
が
、
平
板
で
ふ
く
ら
み
を
感
じ
さ
せ
な
い
の
は
、
高
野
が
「
タ
ネ

本
」
の
換
骨
奪
胎
に
終
始
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
わ
た
し
た
ち
は
、
い
ま

ま
で
あ
ま
り
に
真
正
直
に
、
高
野
の
書
い
た
も
の
を
う
け
と
り
す
ぎ
て
い
た

よ
う
で
あ
る
。
組
織
論
、
組
合
論
、
　
「
経
済
理
論
」
等
に
ふ
わ
け
し
て
、
つ

じ
つ
ま
が
あ
う
よ
う
に
、
そ
れ
ら
を
い
か
に
う
ま
く
く
み
あ
わ
せ
た
と
し
て

も
、
そ
の
こ
と
が
、
　
「
タ
ネ
本
」
を
つ
か
ま
さ
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
こ
と

を
、
は
っ
き
り
さ
せ
る
べ
き
だ
と
思
う
。
そ
こ
で
は
、
い
ま
ま
で
と
は
別
の

と
り
あ
つ
か
い
か
た
が
必
要
と
な
っ
て
く
る
。

　
そ
こ
で
ま
ず
こ
こ
で
は
、
在
米
体
験
と
の
関
わ
り
の
な
か
で
「
タ
ネ
本
」

に
託
し
た
思
い
を
さ
ぐ
る
こ
と
で
、
高
野
の
社
会
思
想
に
ふ
く
ら
み
を
あ
た

え
る
方
法
を
、
わ
た
し
は
と
っ
て
み
た
い
と
思
う
。
先
の
「
経
済
理
論
」
を
、

高
野
が
そ
れ
を
借
り
て
自
ら
の
「
社
会
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
（
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
）
」

1
あ
り
う
べ
き
社
会
の
イ
メ
ー
ジ
ー
を
描
い
て
み
せ
た
も
の
、
と
い
う

よ
う
に
。

　
高
野
の
思
想
と
し
て
の
在
米
体
験
を
考
え
る
と
き
、
高
野
の
ア
メ
リ
カ
に

ふ
れ
た
文
章
が
、
　
「
高
野
は
ゴ
ソ
パ
ー
ス
に
私
淑
し
て
、
専
ら
米
国
労
働
同

　
　
　
　
　
　
　
③

盟
に
倣
わ
ん
と
し
た
」
と
片
山
に
感
じ
さ
せ
た
、
い
わ
ば
「
ア
メ
リ
カ
か
ぶ

れ
」
と
も
い
う
べ
き
雰
囲
気
を
わ
た
し
た
ち
に
感
じ
さ
せ
る
こ
と
が
、
そ
の

よ
い
手
が
か
り
と
な
る
。
そ
し
て
、
　
「
民
衆
の
お
か
れ
て
い
る
物
質
的
な
状
r

態
こ
そ
が
、
ま
さ
に
文
勢
の
指
標
で
あ
り
、
文
明
も
そ
の
状
態
が
高
く
な
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

に
つ
れ
て
進
歩
す
る
も
の
だ
」
と
い
う
高
野
の
発
想
も
ま
た
、
そ
の
よ
い
手
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が
か
り
に
な
る
と
思
う
。

　
こ
れ
ら
を
手
が
か
り
と
す
れ
ば
、
高
野
の
思
想
と
し
て
の
在
米
体
験
は
、

ど
う
や
ら
、
ア
メ
リ
カ
で
の
生
活
の
な
か
で
、
　
「
ア
メ
リ
カ
社
会
」
に
対
す

る
「
日
本
社
会
」
の
「
後
進
性
」
を
、
実
感
さ
せ
ら
れ
た
こ
と
に
あ
っ
た
と

考
え
て
よ
さ
そ
う
で
あ
る
。
い
い
か
え
れ
ば
、
　
「
ア
メ
リ
カ
社
会
」
の
「
先

進
性
」
を
現
実
的
根
拠
と
し
て
、
さ
き
に
ふ
れ
た
よ
う
な
民
衆
の
社
会
生
活

も
あ
げ
産
業
社
会
も
実
現
さ
せ
る
と
い
っ
た
「
社
会
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
」
を
形
成

し
た
、
と
考
え
て
よ
さ
そ
う
で
あ
る
。

　
「
一
国
一
社
会
に
し
て
其
文
明
進
む
に
従
う
て
其
国
民
の
生
活
の
複
雑
を

　
致
し
其
生
活
程
度
の
上
進
す
る
は
是
れ
文
話
の
常
態
な
り
。
逼
れ
ば
一
国

　
民
の
生
活
の
程
度
は
其
嫌
疑
文
化
の
度
を
ト
す
る
こ
と
を
得
る
も
の
に
し

　
て
、
其
生
活
の
程
度
益
々
低
く
し
て
其
文
明
の
度
益
々
低
し
。
故
に
一
国

　
一
社
会
に
し
て
其
文
閣
の
度
を
進
め
ん
と
せ
ぱ
、
勉
め
て
其
国
民
の
生
活

　
程
度
を
上
進
せ
ざ
る
べ
か
ら
ず
。
其
国
民
の
生
活
の
程
度
低
く
し
て
、
而

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

　
し
て
其
文
明
の
度
の
高
か
ら
ん
こ
と
を
望
む
も
得
べ
き
者
に
あ
ら
ず
。
」

　
「
若
し
吾
人
に
し
て
彼
等
（
日
本
の
労
働
者
－
引
用
者
）
の
教
育
程
度
の

　
如
何
な
る
か
を
察
し
、
其
家
居
の
有
様
を
思
ふ
、
更
に
我
日
本
の
産
業
上

　
機
械
の
使
用
せ
ら
る
四
度
の
若
干
な
る
か
を
思
は
ゴ
、
彼
等
の
生
活
程
度

　
の
如
何
に
卑
き
か
を
知
る
に
余
り
あ
る
者
な
り
。
然
り
、
彼
等
の
生
活
程

　
度
は
甚
だ
卑
し
。
故
に
吾
人
に
し
て
国
富
の
隆
盛
を
図
ら
ん
と
せ
ば
、
先

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

　
づ
彼
等
の
生
活
程
度
の
上
進
を
図
ら
ざ
る
べ
か
ら
ず
。
」

　
「
…
…
…
し
か
し
わ
れ
わ
れ
は
、
ア
メ
リ
カ
人
と
日
本
人
と
の
生
活
の
格

　
差
に
気
づ
く
は
ず
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
ア
メ
リ
カ
人
は
羊
毛
の
服
を
着
て
、

　
肉
を
食
べ
、
き
ち
ん
と
し
た
家
に
倥
ん
で
い
る
の
に
、
一
方
日
本
人
は
、

　
木
綿
を
着
て
、
米
を
食
べ
、
粗
末
な
小
屋
同
然
の
と
こ
ろ
に
住
ん
で
い
る

　
　
　
　
　
　
⑦

　
こ
と
を
…
…
・
：
」

　
明
治
期
の
欧
米
帰
り
の
者
の
思
想
を
み
れ
ば
、
何
ら
か
の
形
で
日
本
の

「
後
進
性
」
を
思
い
し
ら
さ
れ
て
い
る
姿
を
見
出
せ
る
が
、
片
山
潜
・
安
部

磯
雄
ら
初
期
労
働
運
動
・
社
会
主
義
の
中
心
人
物
に
共
通
な
の
は
、
高
野
と

同
じ
く
、
そ
の
「
後
進
性
」
が
主
に
民
衆
の
社
会
生
活
の
低
さ
と
経
済
社
会

の
未
熟
さ
と
で
、
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
そ
こ

い
ら
の
「
留
学
生
」
で
も
感
じ
た
で
あ
ろ
う
が
、
そ
の
よ
う
な
「
後
進
性
」

を
、
労
働
運
動
・
社
会
運
動
で
何
と
か
し
ょ
う
と
し
た
の
が
、
彼
ら
で
あ
る

と
い
え
な
く
も
な
い
。
こ
の
意
味
で
、
高
野
の
思
想
と
し
て
の
在
米
体
験
は
、

別
に
と
り
た
て
て
い
う
ほ
ど
の
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
。

　
だ
が
、
高
野
が
「
ガ
ソ
ト
ソ
の
思
想
」
を
「
タ
ネ
本
」
と
し
て
選
択
し
た

意
味
を
、
つ
ま
り
高
野
の
社
会
思
想
を
考
え
る
う
え
で
、
つ
ぎ
の
こ
と
は
い

っ
て
お
き
た
い
と
思
う
。
上
の
引
用
文
の
「
理
論
」
そ
の
も
の
が
、
　
「
ガ
ソ

ト
ン
」
か
ら
の
盗
用
で
し
か
な
い
よ
う
に
、
　
「
ガ
ン
ト
ソ
の
思
想
」
を
も
ち

か
え
っ
た
こ
と
が
、
思
想
と
し
て
の
在
米
体
験
で
あ
る
と
い
え
な
く
も
な
い
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と
は
思
う
が
、
そ
こ
で
高
野
が
著
し
く
民
衆
の
「
生
活
程
度
」
に
関
心
を
よ

せ
て
い
る
こ
と
に
気
づ
く
こ
と
も
で
き
る
は
ず
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
民
衆

の
「
生
活
程
度
」
の
「
経
済
理
論
」
に
お
け
る
重
要
性
を
云
々
す
る
の
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

「
ガ
ソ
ト
ソ
」
の
も
の
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
は
「
ガ
ソ
ト
ソ
」
の
影
響
と
ば

か
り
は
い
え
な
い
、
何
か
が
あ
る
の
を
感
じ
さ
せ
る
と
思
う
。
し
か
も
、
こ

の
「
生
活
程
度
」
に
関
心
を
よ
せ
る
と
い
う
こ
と
は
、
　
「
ガ
ソ
ト
ン
」
に
出

会
う
（
一
八
九
一
年
一
一
月
）
以
前
か
ら
す
で
に
高
野
に
見
受
け
ら
れ
、
高

野
の
「
体
質
」
と
で
も
い
え
そ
う
で
あ
る
。
そ
れ
は
そ
れ
ま
で
の
生
活
環
境

に
お
う
も
の
で
あ
っ
た
、
と
で
も
考
え
る
ほ
か
は
な
い
と
思
う
。

　
こ
の
こ
と
を
考
え
る
な
ら
、
わ
た
し
は
、
高
野
が
「
ガ
ソ
ト
ソ
」
に
出
会

う
以
前
に
、
そ
の
い
わ
ば
う
け
ザ
ラ
と
も
い
う
べ
き
、
民
衆
の
社
会
生
活
の

　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

向
上
と
「
窟
国
」
を
コ
ミ
で
も
た
ら
し
た
い
と
い
う
「
社
会
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
」

を
も
っ
て
い
た
、
と
い
う
考
え
を
と
り
た
い
と
思
う
。
い
い
か
え
れ
ば
、
そ

の
「
社
会
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
」
を
い
か
す
、
あ
る
い
は
そ
の
「
社
会
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
」

を
託
せ
る
思
想
が
、
　
「
ガ
ソ
ト
ソ
の
思
想
」
で
あ
っ
た
、
と
い
う
考
え
を
と

り
た
い
と
思
う
。
の
ち
の
高
野
は
、
ガ
ソ
ト
ソ
に
出
会
う
以
前
の
一
八
九
一

年
八
月
の
「
日
本
に
於
け
る
労
働
問
題
」
の
な
か
で
、
そ
の
姿
を
ほ
と
ん
ど

現
わ
し
て
い
る
か
ら
。

　
「
鳴
呼
日
本
の
労
役
者
は
結
合
せ
ざ
る
べ
か
ら
ず
、
結
合
せ
し
め
ざ
る
べ

　
か
ら
ず
。
彼
等
は
其
権
利
を
拡
張
せ
ん
が
青
め
に
、
其
状
態
を
改
良
せ
ん

　
が
為
め
に
結
合
せ
ざ
る
べ
か
ら
ず
。
結
合
は
彼
等
の
惨
状
を
救
済
す
る
唯

　
一
の
手
段
な
り
、
否
な
β
本
の
社
会
を
改
良
せ
し
む
る
の
一
大
作
用
な

　
⑨

　
り
。
」

　
そ
し
て
、
　
「
日
本
の
労
役
者
を
結
合
せ
し
む
る
に
必
要
な
る
条
件
」
と
し

て
、
「
（
一
）
名
望
あ
る
有
識
家
之
を
率
ゐ
ん
こ
と
を
要
す
、
　
（
二
）
労
役
者

結
合
の
目
的
は
単
に
間
接
の
利
益
に
止
ら
ず
、
以
て
直
接
の
利
益
を
労
役
者

　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

に
与
へ
ん
こ
と
を
要
す
」
を
あ
げ
て
い
る
の
を
み
れ
ば
、
こ
こ
に
、
わ
た
し

た
ち
が
し
つ
て
い
る
高
野
の
思
想
の
原
型
を
見
出
し
て
よ
い
と
思
う
。
　
「
ガ

ソ
ト
ソ
」
に
出
会
っ
た
と
き
、
高
野
が
「
こ
れ
だ
」
と
思
っ
た
と
想
像
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

も
、
あ
な
が
ち
は
ず
れ
て
い
な
い
は
ず
で
あ
る
。
そ
の
出
会
い
ま
で
に
は
、

高
野
な
り
の
試
行
錯
誤
の
道
の
り
が
あ
り
、
　
「
日
本
社
会
」
の
「
後
進
性
」

を
ど
う
に
か
し
な
け
れ
ば
、
と
い
う
心
情
を
託
し
た
の
だ
と
思
う
。
た
だ
、

そ
こ
ま
で
は
、
誰
も
が
通
る
道
で
あ
る
。
本
来
は
、
そ
こ
か
ら
第
一
歩
が
始

ま
る
は
ず
で
あ
る
。
「
タ
ネ
本
」
を
さ
が
し
あ
て
た
の
ち
の
、
「
タ
ネ
本
」
の

も
み
こ
な
し
か
た
が
、
思
想
の
構
造
を
決
め
る
大
き
な
も
の
だ
か
ら
。

　
そ
し
て
こ
こ
で
是
非
考
え
て
お
き
た
い
の
が
、
　
「
出
稼
ぎ
」
と
し
て
の
体

験
が
、
高
野
の
思
想
の
な
か
で
ど
の
よ
う
な
意
味
を
も
っ
て
い
た
か
で
あ
る
。

わ
た
し
は
、
こ
の
「
出
稼
ぎ
」
と
し
て
の
体
験
に
思
い
を
は
せ
る
と
き
、
高

野
の
在
米
体
験
を
、
「
ガ
ソ
ト
ソ
の
思
想
」
、
ま
た
は
、
い
ま
ま
で
の
高
野
の

研
究
で
言
及
さ
れ
て
き
た
サ
ミ
ュ
エ
ル
・
．
コ
ン
パ
ー
ス
、
A
F
L
、
労
働
騎
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⑫

士
団
等
の
、
よ
う
す
る
に
ア
メ
リ
カ
労
働
運
動
の
影
響
に
還
元
し
て
し
ま
っ

て
は
、
何
か
を
欠
く
よ
う
に
思
え
て
し
か
た
が
な
い
。
そ
う
し
て
し
ま
え
ば
、

異
質
な
社
会
で
の
、
そ
れ
も
政
治
・
文
化
・
経
済
・
市
民
生
活
の
あ
ら
ゆ
る

側
面
か
ら
圧
倒
的
な
重
量
で
迫
っ
て
く
る
社
会
で
の
一
介
の
「
出
稼
ぎ
」
の

内
面
の
か
っ
藤
を
、
見
落
し
て
し
ま
う
気
が
す
る
か
ら
で
あ
る
。

　
わ
た
し
は
、
思
想
と
し
て
の
在
米
体
験
を
、
　
「
出
稼
ぎ
」
と
し
て
の
体
験

と
、
つ
き
あ
わ
せ
る
こ
と
か
ら
始
め
た
い
と
思
う
。
そ
の
こ
と
は
、
お
の
ず

か
ら
高
野
の
思
想
構
造
を
う
き
ぼ
り
に
し
て
く
れ
る
は
ず
だ
か
ら
。

①
大
島
清
「
高
野
房
太
郎
の
賃
金
論
l
I
G
・
ガ
ン
ト
ン
理
論
と
の
関
連
」
ω
㈲

　
大
原
社
会
問
題
研
究
所
『
資
料
室
報
』
第
｝
九
〇
号
、
第
一
九
一
号
、
一
九
七
三

　
年
二
月
、
三
月
。
な
お
、
こ
の
論
稿
は
、
大
島
『
人
に
志
あ
り
』
　
（
岩
波
書
店

　
一
九
七
四
年
）
に
「
ガ
ン
ト
ソ
と
高
野
房
太
郎
」
と
し
て
収
め
ら
れ
て
い
る
。

　
　
『
富
と
進
歩
』
を
読
ん
で
、
わ
た
し
は
、
そ
こ
で
、
高
野
の
「
理
論
」
が
よ
り

　
詳
細
に
、
体
系
だ
て
て
語
ら
れ
て
い
る
、
と
感
じ
た
。
も
ち
ろ
ん
、
実
際
の
順
序

　
は
逆
な
の
だ
が
、
そ
う
感
じ
さ
せ
る
ほ
ど
、
高
野
が
、
こ
の
『
寓
と
進
歩
』
に
い

　
マ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
か
れ
て
い
た
、
と
思
う
。
た
と
え
ば
、
高
野
の
「
経
済
理
論
」
が
一
応
「
体
系
」

　
だ
て
て
の
べ
ら
れ
て
い
る
、
　
「
富
国
の
策
を
論
じ
て
日
本
に
於
け
る
労
働
問
題
に

　
及
ぶ
」
は
、
　
『
富
と
進
歩
』
の
つ
ぎ
の
章
を
、
翻
訳
再
構
成
し
た
も
の
で
あ
る
。

　
（
わ
た
し
が
読
ん
だ
の
は
、
　
京
都
大
学
農
学
部
農
林
経
済
学
科
図
霞
室
所
蔵
の
、

　
い
。
口
α
o
P
鼠
二
日
費
塁
雪
島
O
o
導
℃
餌
ロ
ざ
H
。
。
。
。
。
。
版
で
あ
る
。
）

　
　
さ
ミ
ミ
§
艦
画
§
”
や
噂
．
一
I
H
餅
　
℃
㊤
詳
目
。
O
冨
讐
二
目
固
．
o
D
Φ
。
鋤
8
H
R
H
　
§
恥

　
　
肉
も
§
§
§
卜
a
ミ
ミ
§
鷺
恥
℃
℃
・
♂
1
刈
。
。
・
o
っ
0
9
一
自
H
ζ
曽
§
ミ
ミ
恥
ミ

　
　
ミ
§
曝
℃
や
ま
あ
μ
O
冨
憎
叶
g
H
×
・
ω
8
江
8
H
’
寒
§
幻
§
脚
§
ミ
ミ

　
　
疑
9
田
鰻
傍
b
ミ
ミ
噛
ミ
鳶
馬
タ
o
Q
8
鑑
。
μ
H
H
零
の
。
職
ミ
刷
§
“
転
層
ぎ
§
b
ミ
ミ
ミ
帖
ミ
画

　
　
の
Φ
〇
二
〇
鵠
疑
り
　
§
鴨
さ
ミ
嶋
§
§
恥
起
ミ
ミ
b
ミ
ミ
ミ
乳
色
い
8
軌
ミ
○
瀞
ミ
§
馬
ミ
．

　
　
℃
や
固
。
。
刈
凸
8
’

　
　
だ
が
わ
た
し
は
、
　
高
野
の
思
想
構
造
を
考
え
る
う
え
で
は
、
　
高
野
の
論
稿
と

　
『
窟
と
進
歩
』
を
つ
き
あ
わ
せ
る
こ
と
や
、
　
「
ガ
ン
ト
ソ
」
に
よ
り
な
が
ら
も
、

　
そ
こ
に
ど
の
よ
う
に
独
自
性
を
つ
け
く
わ
え
た
か
を
さ
ぐ
る
こ
と
は
、
あ
ま
り
意

　
味
が
な
い
と
思
う
。
そ
の
こ
と
よ
り
も
、
　
「
ガ
ン
ト
ソ
」
を
「
タ
ネ
本
」
と
し
た

　
こ
と
自
体
が
、
思
想
的
に
何
を
意
味
す
る
か
、
を
考
え
た
い
と
思
う
。

　
　
ガ
ン
ト
ン
に
つ
い
て
は
、
匂
餌
9
（
切
類
。
騨
ω
＝
く
①
穏
、
．
Ω
①
o
同
σ
q
①
O
制
目
〇
三
勺
δ
5
0
賃

　
ω
め
。
冨
ω
毎
馨
h
o
円
騨
ピ
9
0
学
国
α
Q
切
口
ω
団
器
ω
ω
測
洋
。
＄
、
、
8
冨
三
島
ぎ
。
。
。
ω

　
口
富
8
蔓
図
。
〈
一
〇
毛
く
9
ω
ド
宕
。
■
H
ω
箕
貯
σ
q
δ
零
参
照
。

②
　
カ
ッ
コ
を
つ
け
た
の
は
、
ガ
ン
ト
ン
も
そ
の
理
論
の
枠
組
を
、
ア
イ
ラ
・
ス
チ

　
ュ
ワ
ー
ト
に
お
っ
て
い
る
か
ら
。
　
（
二
村
一
夫
「
職
工
義
友
会
と
加
州
研
本
人
靴

　
工
同
盟
国
」
『
黎
明
期
日
本
労
働
運
動
の
再
検
討
（
労
働
運
動
史
研
究
6
2
号
）
』
一

　
四
二
頁
～
一
四
六
頁
　
労
働
応
報
社
　
一
九
七
九
年
。
）
以
下
、
同
じ
。

③
片
山
潜
『
わ
が
回
想
上
』
二
入
○
頁
徳
聞
書
店
一
九
六
七
年
。

④
た
と
え
ば
、
高
野
草
太
郎
月
ぎ
冒
唱
導
霧
。
≦
。
二
§
、
。
・
0
9
互
鉱
§
鼠
§
㍗

　
適
q
§
畑
鳩
ミ
ミ
ミ
凡
§
慧
鯛
H
囲
噂
賭
。
■
¶
（
ω
憩
8
旨
9
が
日
。
。
霧
）
、
同
↓
矯
℃
一
。
巴

　
智
鵠
謬
ω
㊦
≦
o
警
①
昼
等
喚
肉
亀
鼻
H
目
、
客
。
．
蒔
（
》
℃
註
」
。
。
㊤
刈
）
”
》
匂
自
魯
ω
畠
7

　
賦
巴
℃
o
答
閂
。
昌
。
囲
爵
一
ω
豆
㊦
o
㊦
謹
霧
雪
蔭
ぴ
一
冨
げ
a
器
．
．
O
o
嵩
置
菖
。
島
o
h
U
ρ
び
。
『

　
冒
智
℃
p
冨
、
、
”
O
§
馬
§
、
恥
ミ
轟
§
§
♪
〆
H
目
H
（
》
管
一
一
㍉
。
。
Φ
刈
）
。
　
以
下
、
特
に

　
記
さ
な
い
か
ぎ
り
、
高
野
の
論
稿
の
引
用
は
、
ハ
イ
マ
ン
・
カ
ブ
リ
ソ
編
著
『
明

　
治
労
働
運
動
史
の
一
篇
』
（
有
斐
閣
　
一
九
五
九
年
）
所
収
の
「
高
野
房
太
郎
文
集

　
湘
文
篇
・
英
文
篇
」
に
よ
る
。
曲
央
文
篇
一
六
百
ハ
～
一
八
百
ハ
、
三
〇
百
船
～
一
荒
九
頁
。

⑥
高
野
房
太
郎
「
『
愛
国
』
記
者
に
告
ぐ
1
労
働
問
題
の
一
端
」
『
遠
征
』
第
一

　
九
号
　
一
八
九
二
年
一
一
月
　
五
目
。
和
文
篇
一
〇
三
頁
。

⑥
高
野
房
太
郎
「
曇
日
の
策
を
論
じ
て
日
本
に
於
け
る
労
働
問
題
に
及
ぶ
」
『
東

　
京
経
済
雑
誌
』
第
六
六
二
号
　
一
八
九
三
年
二
月
一
入
日
。
和
文
篇
一
一
〇
頁
。

112 （438）



高野房太郎（立川）

⑦
　
高
野
房
太
郎
い
鈴
げ
9
窯
。
＜
①
ヨ
。
暮
ぎ
賢
膨
コ
”
撃
ミ
ミ
§
鳴
ミ
ミ
、
ミ
軋
§
婁
曜

　
H
讐
渚
ρ
o
◎
（
O
o
伴
。
び
⑦
弓
一
Q
o
O
鼻
）
。
　
仙
央
文
篇
五
回
忌
～
山
州
頁
、
　
な
お
、
和
訳
は
引
用
出
偏

　
に
よ
る
。
以
下
、
岡
じ
。

⑧
0
8
贔
。
Ω
二
暮
O
二
愚
．
職
馬
二
毛
■
。
。
G
。
あ
ρ
℃
7
お
瓦
之
O
・
ド

⑨
高
野
房
太
郎
「
日
本
に
於
け
る
労
働
闇
題
」
　
『
読
売
新
聞
』
一
八
九
一
年
八
月

　
八
日
。
和
文
篇
九
二
頁
。

⑩
　
同
右
、
一
八
九
一
年
八
月
一
〇
日
。
和
文
篇
九
二
頁
～
九
五
頁
。

◎
古
同
野
は
、
　
「
ガ
ソ
ト
ソ
」
に
禺
ム
軍
つ
た
と
き
の
感
激
を
、
弟
坦
竺
漏
郎
に
つ
ぎ
の

　
よ
う
に
伝
え
て
い
る
。

　
　
「
小
生
の
翻
訳
セ
ル
ハ
社
会
主
義
ユ
反
対
シ
「
ミ
ル
」
派
経
済
旧
学
派
二
反
対

　
　
シ
独
得
ノ
眼
光
ヲ
以
テ
至
大
ノ
経
済
問
題
ヲ
論
断
セ
ル
「
ジ
ョ
ー
ジ
・
ガ
ン
ト

　
　
ソ
」
氏
ノ
、
、
≦
o
P
津
ゲ
欝
三
門
O
σ
Q
門
φ
ω
ω
．
．
ナ
リ
、
　
紀
和
料
旧
（
労
銀
）
　
ハ
需
批
ハ
ノ
二
日

　
　
用
二
依
リ
テ
高
低
ス
ル
者
ニ
ア
ラ
ズ
純
益
ハ
給
料
ノ
騰
貴
ス
ル
ト
共
二
低
減
ス

　
　
ル
者
ニ
ア
ラ
ズ
、
借
地
料
、
利
子
又
然
リ
第
一
者
ハ
生
漬
程
度
、
第
二
、
三
、

　
　
二
者
ハ
給
料
ノ
騰
貴
ト
共
二
瀬
収
額
ヲ
商
ム
ル
者
ナ
リ
、
社
会
進
歩
写
実
物
的

　
　
ヨ
リ
知
識
的
更
二
徳
義
的
ト
ノ
順
序
ヲ
以
テ
准
芸
者
ナ
リ
杯
種
々
ノ
新
説
帰
納
…

　
　
法
理
二
依
リ
テ
訟
湖
究
シ
テ
殆
ン
ド
余
ス
所
ナ
キ
が
加
ハ
シ
、
是
迄
聞
キ
及
ビ
タ
ル

　
　
事
ナ
キ
新
原
剣
等
論
究
有
之
候
若
シ
貴
弟
ニ
モ
御
亡
ア
ラ
バ
原
本
御
門
申
候
テ

　
　
モ
宜
敷
候
」
　
（
高
野
の
弟
岩
三
郎
宛
の
手
紙
　
一
八
九
二
年
三
月
七
臼
付
。
大

　
　
島
清
「
労
働
組
合
運
動
の
創
始
者
・
高
野
房
太
郎
⇔
」
大
原
被
会
名
題
研
究
所

　
　
『
資
料
室
報
』
第
一
二
四
号
　
一
九
六
六
年
　
○
月
所
収
　
＝
二
頁
。
）

⑫
　
「
ア
メ
リ
カ
労
働
運
動
」
が
、
高
野
に
あ
た
え
た
影
響
に
つ
い
て
は
、
つ
ぎ
の

　
研
究
が
、
そ
の
代
表
的
な
も
の
で
あ
る
。

　
　
前
掲
大
島
「
高
野
房
太
郎
の
賃
金
論
－
G
・
ガ
ソ
ト
ソ
理
論
と
の
関
連
」
ω

　
㈲
。
前
掲
二
村
「
職
工
義
友
会
と
加
州
日
本
入
靴
工
同
盟
会
」
。
隅
谷
三
書
男
「
日

　
本
の
社
会
運
動
と
ア
メ
リ
カ
」
　
『
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
と
目
米
関
係
（
日
本
と
ア
メ
リ

　
カ
…
1
比
較
文
化
論
2
）
』
南
雲
堂
囁
一
九
七
三
年
　
所
収
。
同
「
高
野
房
太
郎
と

労
働
運
動
ー
ゴ
ソ
バ
…
ス
と
の
関
係
を
中
心
に
一
」
　
『
経
済
学
論
集
』
第
二

九
巻
第
｝
号
、
…
九
六
　
二
年
四
月
。
隅
谷
の
こ
の
二
論
稿
は
、
　
『
日
本
賃
労
働
の

史
的
研
究
繍
　
（
御
茶
の
水
書
房
　
一
九
七
六
年
）
の
第
六
章
・
第
七
章
と
し
て
、

そ
れ
ぞ
れ
収
め
ら
れ
て
い
る
。
以
下
、
　
「
高
野
房
太
郎
と
労
働
運
動
ー
ゴ
ン
パ

；
ス
と
の
関
係
を
中
心
に
一
」
の
引
用
は
、
続
書
に
よ
る
。

3

「
出
稼
ぎ
」
と
し
て
の
在
米
体
験

　
思
想
的
に
み
れ
ば
、
ま
が
り
な
り
に
も
「
経
済
学
」
を
も
の
に
し
、
　
「
労

働
運
動
思
想
」
を
も
っ
て
帰
圏
し
た
高
野
の
軌
跡
は
、
　
「
出
稼
ぎ
」
の
そ
れ

と
は
異
質
の
在
米
体
験
を
も
っ
て
い
た
こ
と
を
、
う
か
が
わ
せ
る
に
充
分
で

あ
る
。
そ
れ
は
、
そ
も
そ
も
高
野
が
、
強
い
社
会
的
な
関
心
と
も
い
う
べ
き

も
の
を
も
っ
て
渡
米
し
、
　
「
ア
メ
リ
カ
社
会
」
に
入
っ
て
い
っ
た
こ
と
を
示

　
　
　
　
　
　
①

し
て
い
る
だ
ろ
う
。
あ
る
意
味
で
は
、
多
く
の
「
出
稼
ぎ
〕
に
と
っ
て
も
、

渡
米
の
動
機
は
生
活
苦
だ
け
か
ら
く
る
も
の
で
な
く
、
そ
こ
に
何
ら
か
の
プ

ラ
ス
ア
ル
フ
ァ
が
あ
っ
た
と
も
い
え
る
。
だ
が
こ
こ
で
は
、
思
想
的
に
み
た

と
き
の
高
野
の
軌
跡
は
、
　
「
出
稼
ぎ
」
の
そ
れ
と
は
大
き
く
異
っ
て
い
た
と

い
う
考
え
を
と
り
た
い
と
思
う
。
な
ぜ
な
ら
、
当
時
の
多
く
の
「
出
稼
ぎ
」

に
と
っ
て
、
一
刻
で
も
早
く
金
を
も
う
け
て
帰
国
す
る
こ
と
が
最
大
の
目
的

で
あ
り
、
　
「
ア
メ
リ
カ
社
会
」
の
あ
り
よ
う
な
ど
は
、
せ
い
ぜ
い
「
み
や
げ

話
」
の
タ
ネ
に
な
る
「
属
新
し
い
」
も
の
で
し
か
な
か
っ
た
は
ず
だ
か
ら
。

そ
こ
で
は
、
多
く
の
「
棄
民
」
が
生
ま
れ
た
は
ず
で
あ
り
、
大
部
分
の
も
の
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が
「
失
敗
者
」
で
あ
っ
た
は
ず
だ
。
「
ア
メ
リ
カ
社
会
」
は
、
「
自
由
」
を
感

じ
さ
せ
る
も
の
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
し
、
あ
る
い
は
逆
に
、
　
「
唾
棄
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

す
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。

　
亀
井
俊
介
の
指
摘
す
る
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
高
野
の
在
米
時
期
で
あ
る
一

八
九
〇
年
代
は
、
　
「
排
日
」
な
ど
の
問
題
で
、
そ
れ
以
前
日
本
人
に
よ
っ
て

も
た
れ
て
い
た
政
治
的
・
宗
教
的
「
自
由
の
聖
地
」
ア
メ
リ
カ
と
い
う
イ
メ

ー
ジ
に
変
わ
っ
て
、
金
銭
的
成
功
の
最
も
「
自
由
」
な
「
移
民
の
楽
土
」
ア

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

メ
リ
カ
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
、
強
ま
っ
た
時
期
だ
そ
う
で
あ
る
。
こ
の
「
移

民
の
楽
土
」
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
、
人
々
に
と
っ
て
い
か
に
魅
力
的
で
あ
っ

た
か
は
、
一
八
九
〇
年
代
以
降
の
在
米
日
本
人
者
数
の
増
加
に
示
さ
れ
て
い

④る
。
だ
が
そ
の
イ
メ
ー
ジ
を
支
え
て
い
た
の
が
、
逆
説
的
な
意
味
で
、
無
残

な
生
活
を
し
い
ら
れ
た
多
数
の
「
出
稼
ぎ
」
で
あ
っ
た
こ
と
を
、
忘
れ
る
べ

き
で
は
な
い
と
思
う
。

　
い
ま
わ
た
し
た
ち
に
と
っ
て
必
要
な
の
は
、
渡
米
者
の
大
部
分
で
あ
る

「
出
稼
ぎ
」
に
と
っ
て
の
ア
メ
リ
カ
が
、
異
質
の
社
会
で
の
生
活
で
し
が
な

か
っ
た
こ
と
、
そ
れ
も
無
残
な
生
活
を
し
い
た
も
の
で
し
か
な
か
っ
た
こ
と

で
あ
る
。

　
高
野
の
思
想
と
在
米
体
験
を
結
び
つ
け
よ
う
と
す
る
と
き
、
ハ
イ
岬
、
ソ
．

カ
ブ
リ
ン
の
つ
ぎ
の
よ
う
な
指
摘
は
、
そ
の
代
蓑
的
な
も
の
で
あ
る
。

　
「
高
野
の
思
想
に
及
ぼ
し
た
ア
メ
リ
カ
の
根
本
的
な
影
響
と
は
、
ほ
か
な

　
ら
ぬ
工
業
化
と
、
そ
れ
が
文
明
の
進
歩
を
も
た
ら
す
可
能
性
と
を
、
彼
が

　
深
く
認
識
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
機
械
の
広
汎
な
使
用
に
よ
っ
て

　
財
貨
の
生
産
が
増
大
す
る
こ
と
は
、
た
ん
に
労
働
者
の
労
働
の
意
欲
と
動

　
機
を
改
め
さ
せ
、
そ
の
地
位
を
引
き
上
げ
る
ば
か
り
で
は
な
く
、
彼
ら
が

r
か
つ
て
夢
想
だ
に
し
な
か
っ
た
物
質
的
お
よ
び
知
的
利
益
を
彼
ら
に
も
た

　
ら
す
で
あ
ろ
う
、
と
彼
は
僑
じ
て
い
た
。
　
（
中
略
）
機
械
と
い
う
も
の
は
、

　
人
間
に
よ
っ
て
善
の
た
め
に
も
悪
の
た
め
に
も
利
用
し
う
る
も
の
だ
、
と

　
彼
は
ひ
そ
か
に
考
え
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
、
高
野
の
基
本
的
な
、
ま
た

　
窮
極
的
な
目
的
と
は
、
工
業
化
を
正
し
く
利
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
日
本

　
に
お
け
る
文
明
の
水
準
を
引
き
上
げ
、
世
界
の
最
も
進
ん
だ
国
々
の
隊
伍

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

　
に
日
本
が
加
わ
る
の
を
促
進
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
。
」

　
こ
の
指
摘
は
、
高
野
の
在
米
体
験
を
思
想
的
な
も
の
に
だ
け
限
定
す
れ
ば
、

こ
れ
以
上
つ
け
加
え
る
も
の
は
何
も
な
い
、
と
い
っ
て
よ
い
ほ
ど
の
も
の
で

あ
る
。
だ
が
、
高
野
の
「
出
稼
ぎ
」
と
し
て
の
在
米
体
験
を
考
え
る
と
き
、

こ
の
思
想
と
し
て
の
在
米
体
験
を
、
そ
の
ま
ま
う
け
と
る
こ
と
は
で
き
な
い
、

い
い
か
え
れ
ば
、
そ
れ
が
選
択
で
あ
っ
た
意
味
（
何
を
し
ゃ
断
し
た
か
）
を

解
き
ほ
ぐ
そ
う
と
す
る
問
題
意
識
を
、
わ
た
し
た
ち
は
も
た
ね
ば
な
ら
な
い

と
思
う
。

　
た
と
え
ば
、
ア
メ
リ
カ
の
労
働
者
の
高
い
社
会
生
活
を
、
つ
ぎ
の
よ
う
に

と
ら
え
る
の
が
、
高
野
の
思
想
と
し
て
の
在
米
体
験
に
み
ら
れ
る
典
型
で
あ
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る
。

　
「
米
国
の
事
を
云
ふ
者
、
先
づ
米
圏
に
於
て
特
殊
の
一
階
級
者
の
存
在
を

　
認
め
ざ
る
べ
か
ら
ず
、
即
ち
労
働
者
階
級
と
ゑ
ふ
。
彼
等
の
勢
力
は
偉
大

　
な
り
。
唯
々
其
政
躰
に
依
り
て
得
た
る
政
治
的
勢
力
の
み
な
ら
ん
や
、
彼

　
等
が
有
す
る
経
済
的
勢
力
に
至
り
て
は
、
吾
人
実
に
其
偉
大
に
驚
か
ず
ん

　
ば
あ
ら
ず
。
　
（
中
略
）
其
の
数
を
以
て
す
れ
ば
幾
百
万
を
以
て
算
す
べ
く
、

　
其
世
界
に
於
け
る
最
高
賃
銀
の
受
収
者
と
し
て
、
彼
等
が
営
む
駈
の
生
計

　
程
度
一
吾
人
は
程
度
と
云
ふ
、
敢
て
費
用
と
云
は
ず
一
の
高
き
、
実

　
に
我
国
民
の
夢
視
せ
ざ
る
の
点
に
あ
り
。
従
っ
て
彼
等
が
米
国
の
産
業
界

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

　
に
於
け
る
勢
力
の
甚
だ
偉
大
な
る
や
、
亦
想
像
す
る
に
難
か
ら
ず
。
」

　
だ
が
高
野
が
こ
の
よ
う
に
書
い
た
と
き
、
そ
の
背
後
に
、
失
業
状
態
で
食

費
に
も
こ
と
欠
き
、
孤
独
の
な
か
で
病
気
で
苦
し
み
、
借
金
で
や
り
く
り
し

て
家
族
へ
送
金
し
、
そ
の
な
か
で
「
事
業
」
へ
の
夢
も
し
ぼ
み
か
け
、
ま
た

「
排
日
」
で
屈
辱
を
あ
じ
わ
さ
れ
た
、
と
い
う
よ
う
な
高
野
の
在
米
時
の
生

活
、
そ
し
て
日
本
で
の
家
族
の
厳
し
い
生
清
が
あ
っ
た
こ
と
を
、
わ
た
し
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

ち
は
見
落
す
べ
き
で
は
な
い
。
そ
も
そ
も
単
な
る
「
旅
行
者
」
か
、
よ
ほ
ど

門
中
デ
タ
イ
「
留
学
生
」
で
も
想
定
し
な
い
限
り
、
　
「
先
進
国
」
で
の
生
活

に
お
い
て
、
　
「
後
進
國
」
の
人
物
が
、
　
「
文
明
」
に
酔
い
続
け
ら
れ
る
こ
と

な
ど
で
き
る
は
ず
の
も
の
で
な
い
こ
と
は
、
す
こ
し
考
え
れ
ば
す
ぐ
わ
か
る

こ
と
で
あ
る
。
仮
に
、
酔
っ
た
と
し
た
ら
、
あ
る
い
は
酔
っ
た
か
の
よ
う
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

み
え
る
の
な
ら
、
わ
た
し
た
ち
は
そ
の
背
後
に
あ
る
ね
じ
れ
ま
で
み
な
け
れ

ば
、
そ
の
酔
い
の
意
味
は
わ
か
ら
な
い
と
思
う
。
だ
か
ら
、
た
と
え
高
野
が
、

直
接
的
な
意
味
で
自
分
の
在
米
体
験
を
多
く
語
っ
て
い
な
く
て
も
、
わ
た
し

た
ち
は
、
そ
れ
に
思
い
を
は
せ
る
こ
と
が
必
要
な
の
だ
。
高
野
は
数
多
く
ア

メ
リ
カ
に
つ
い
て
語
っ
て
は
い
る
が
、
肉
声
は
固
い
文
体
の
な
か
に
閉
じ
こ

め
ら
れ
て
い
て
、
固
さ
を
ほ
ぐ
さ
な
け
れ
ば
、
生
の
体
験
を
う
か
が
う
こ
と

が
で
き
な
い
。
そ
の
体
験
が
あ
る
程
度
う
か
が
え
る
の
が
、
高
野
の
処
女
論

稿
と
い
え
る
「
ヤ
ン
キ
ー
」
と
い
う
一
八
八
九
年
の
『
読
売
新
聞
』
へ
の
ア

メ
リ
カ
か
ら
の
通
信
文
で
あ
る
。

　
高
野
は
こ
の
「
ヤ
ン
キ
ー
」
の
な
か
で
、
　
「
我
々
文
明
社
会
の
田
会
漢
と

も
云
ふ
べ
き
日
本
人
が
一
度
文
明
の
一
大
都
会
な
る
此
面
に
来
り
て
見
る
物

聞
く
物
忘
新
奇
を
極
む
る
中
」
で
最
も
驚
か
さ
れ
る
の
は
、
　
「
男
女
交
際
」

の
「
自
由
．
情
交
・
自
由
結
婚
」
で
あ
る
と
の
べ
た
あ
と
、
二
三
年
の
在
米

体
験
を
へ
て
「
ア
メ
リ
カ
社
会
」
を
み
る
目
が
ど
の
よ
う
に
変
っ
て
き
た
か

を
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。

　
「
：
：
：
要
す
る
に
最
初
の
一
二
年
の
年
は
新
奇
の
事
物
の
為
に
眩
惑
せ
ら

　
れ
米
国
の
文
明
に
心
酔
せ
し
時
期
な
り
し
な
り
。
最
後
の
一
年
間
ハ
既
に

　
其
酔
を
破
っ
て
し
ら
ふ
の
人
間
と
な
り
し
な
り
。
已
に
し
ら
ふ
の
入
間
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

　
な
っ
て
観
察
し
た
る
以
上
は
其
結
果
ハ
容
易
に
変
ず
べ
き
者
に
あ
ら
ず
。
」
　
q

　
高
野
が
こ
こ
で
い
っ
て
い
る
の
は
、
よ
う
す
る
に
時
間
が
た
つ
に
つ
れ
て
　
鵬



ア
メ
リ
カ
の
「
男
女
交
際
の
自
由
」
の
実
態
が
、
わ
か
っ
て
き
た
と
い
う
こ

と
に
す
ぎ
な
い
。
高
野
が
、
い
く
ら
か
な
り
と
も
「
ア
メ
リ
カ
社
会
」
に
つ

い
て
批
判
め
い
た
も
の
を
書
い
た
の
は
、
こ
の
「
ヤ
ン
キ
ー
」
だ
け
と
い
っ

て
よ
い
が
、
批
判
し
た
こ
と
よ
り
も
、
鋤
判
め
い
た
も
の
を
書
い
た
の
が
、

こ
の
「
ヤ
ン
キ
ー
」
だ
け
で
あ
る
こ
と
の
方
に
、
わ
た
し
は
注
疑
し
た
い
と

思
う
。
そ
の
批
判
し
た
点
を
と
ら
え
て
、
大
島
清
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
の
べ
て

い
る
。

　
フ
…
：
「
ヤ
ン
キ
ー
」
の
一
文
を
送
っ
て
ア
メ
リ
カ
近
代
祉
会
の
明
暗
を

　
故
圏
の
読
者
に
伝
え
、
い
わ
ゆ
る
文
明
の
虚
飾
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
社
会
の
醜

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

　
状
を
す
る
ど
い
眼
光
を
も
っ
て
観
察
し
批
評
し
た
。
」

　
だ
が
こ
の
大
島
の
評
価
で
は
、
高
野
が
の
ち
に
「
ア
メ
リ
カ
社
会
」
を
批

判
し
た
文
章
を
書
か
な
か
っ
た
意
味
が
わ
か
ら
な
い
し
、
高
野
の
思
想
構
造

に
て
ら
し
あ
わ
せ
て
も
、
首
を
か
し
げ
ざ
る
を
え
な
い
と
思
う
。
た
し
か
に

高
野
は
、
こ
の
「
ヤ
ン
キ
ー
」
で
「
米
国
の
男
女
関
係
賛
す
べ
し
賞
す
べ
し
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

然
れ
ど
も
其
の
刺
げ
あ
る
を
如
何
せ
ん
」
と
書
い
て
い
る
と
は
い
え
、
あ
と

で
の
べ
る
よ
う
に
社
会
思
想
を
形
成
す
る
に
さ
い
し
て
は
、
　
「
賛
す
べ
し
賞

す
べ
し
」
の
部
分
だ
け
を
と
り
こ
ん
だ
こ
と
を
、
わ
た
し
た
ち
は
し
っ
て
い

る
か
ら
で
あ
る
。
高
野
は
こ
こ
で
、
　
「
文
明
の
虚
飾
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
社
会
の

醜
状
」
を
い
い
た
か
っ
た
の
で
は
な
く
、
結
局
「
文
明
の
明
る
さ
」
を
い
い

た
か
っ
た
、
と
考
え
た
ほ
う
が
よ
い
と
思
う
。

　
「
鳴
呼
此
の
如
き
有
様
（
ア
メ
リ
カ
の
夫
婦
の
「
相
思
の
情
」
や
「
一
家

　
の
内
」
が
「
和
気
洋
々
」
と
し
て
い
る
こ
と
－
引
用
者
）
ハ
到
底
（
今

　
日
の
如
き
男
女
関
係
の
行
は
る
＼
間
は
）
我
罠
本
に
於
て
見
る
こ
と
を
得

ざ
薯
に
し
て
・
米
国
が
遙
か
に
我
呆
に
響
所
な
短
し

　
こ
の
言
葉
の
な
か
に
、
　
「
日
本
社
会
」
の
「
後
進
性
」
を
思
い
し
ら
さ
れ

て
い
る
姿
を
、
発
想
の
原
型
を
見
出
す
の
が
、
高
野
の
心
情
に
最
も
近
い
と

思
う
。
一
八
八
七
年
の
家
族
へ
の
手
紙
の
な
か
で
も
「
男
女
交
際
」
に
興
味

　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

を
示
し
て
い
る
よ
う
に
、
高
野
が
渡
米
直
後
の
時
期
ま
ず
、
　
「
男
女
交
際
の

自
由
」
に
臼
を
う
ば
わ
れ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
ほ
か
な
ら
ぬ
「
男
女
交

際
」
に
興
味
を
示
し
た
こ
と
に
、
高
野
が
、
自
分
達
家
族
の
生
活
の
苦
し
さ

か
ら
の
、
自
分
に
の
し
か
か
っ
て
い
る
も
の
か
ら
の
、
そ
し
て
「
日
本
の
社

会
」
の
重
苦
し
さ
か
ら
の
「
自
由
」
を
、
い
い
か
え
れ
ば
「
先
進
性
」
を
、

「
ア
メ
リ
カ
社
会
」
に
見
出
し
た
こ
と
が
象
徴
さ
れ
て
い
る
、
と
考
え
て
も

よ
い
と
思
う
。

　
こ
の
「
ア
メ
リ
カ
社
会
」
の
「
自
慮
」
・
「
先
進
性
」
は
、
　
「
ヤ
ン
キ
ー
」

と
同
じ
く
『
読
売
新
聞
』
へ
の
通
信
文
で
あ
る
一
八
九
〇
年
の
「
北
米
合
衆

国
の
労
役
社
会
の
有
様
を
叙
す
」
で
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
言
い
表
わ
さ
れ
て

い
る
。

　
「
吾
人
は
実
に
北
米
合
衆
国
労
役
者
の
結
合
が
、
労
役
者
を
し
て
今
日
の

　
如
く
其
政
治
上
に
於
て
偉
大
の
勢
力
を
有
す
る
に
至
り
た
る
一
因
た
る
を
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高野房太郎（立川）

　
信
ず
る
と
同
時
に
、
更
に
其
結
合
の
力
が
労
役
者
を
し
て
今
日
の
如
き
他

　
国
の
労
役
者
が
曾
て
享
有
せ
し
こ
と
な
き
安
寧
幸
福
を
楽
し
ま
し
む
る
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

　
至
り
た
る
原
因
な
り
と
惟
ふ
。
〕

　
こ
こ
で
も
こ
の
論
稿
を
ま
と
も
に
ふ
わ
け
し
た
ら
、
　
「
タ
ネ
本
」
を
つ
か

　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

ま
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
で
は
、
こ
の
溶
す
で
に
、
こ
の
よ
う
な
も
の

を
書
い
た
こ
と
の
な
か
に
、
高
野
が
「
ア
メ
リ
カ
社
会
し
の
「
先
進
性
」
と

「
蛍
働
運
動
・
労
働
者
の
安
寧
幸
福
」
を
結
ん
で
い
た
こ
と
を
、
あ
る
い
は

結
ぼ
う
と
し
て
い
た
こ
と
を
注
国
す
る
だ
け
で
充
分
だ
と
思
う
。
し
か
も
、

「
男
女
交
際
の
自
由
」
に
着
目
し
た
の
と
同
じ
発
想
で
。
こ
れ
を
の
ち
の
活

動
と
結
び
つ
け
る
な
ら
、
欧
米
の
社
会
・
文
化
に
興
味
を
も
ち
、
ま
た
「
事

業
」
に
も
夢
を
も
ち
つ
つ
も
、
　
「
出
稼
ぎ
」
と
し
て
の
体
験
を
し
い
ら
れ
て

い
た
二
十
代
前
半
の
青
年
が
、
渡
米
後
の
数
年
で
、
一
つ
の
立
場
を
選
択
し

始
め
て
い
た
と
も
い
え
る
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
ど
う
し
た
ら
日
本
の
「
労
働

者
の
安
寧
幸
福
」
を
も
た
ら
す
こ
と
が
で
き
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
を
。

　
自
分
が
過
去
に
お
い
て
生
活
上
の
辛
酸
を
あ
じ
わ
っ
た
か
ら
と
い
っ
て
、

ま
た
現
に
あ
じ
わ
い
つ
つ
あ
る
か
ら
と
い
っ
て
、
必
ず
し
も
同
じ
よ
う
な
境

遇
の
者
に
思
い
を
よ
せ
る
と
は
か
ぎ
ら
な
い
。
そ
こ
で
は
、
同
じ
境
遇
の
者

へ
の
反
感
・
憎
悪
を
も
つ
こ
と
も
、
金
の
た
め
な
ら
他
人
を
ふ
み
つ
け
て
も

と
い
う
「
エ
ゴ
イ
ス
ト
」
と
な
る
こ
と
も
、
ま
た
高
野
の
よ
う
に
思
い
を
よ

せ
る
こ
と
も
あ
り
う
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
そ
こ
で
は
、
す
べ
て
可
能
性
と

し
て
同
じ
よ
う
な
も
の
で
あ
り
、
そ
の
人
物
の
あ
と
の
軌
跡
と
結
び
つ
け
た

と
き
に
始
め
て
、
そ
の
選
択
の
意
味
を
考
え
ら
れ
る
の
だ
と
思
う
。

　
こ
の
「
思
い
」
が
労
働
運
動
に
結
び
つ
い
た
の
は
、
高
野
な
り
の
社
会
的

関
心
、
　
「
社
会
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
」
が
、
根
拠
に
な
っ
て
い
た
と
思
う
。
な
ぜ
な

ら
、
一
つ
に
は
、
一
時
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
周
辺
の
日
本
人
社
会
で
は
、

「
亡
命
民
権
家
グ
ル
ー
プ
」
が
か
な
り
活
発
に
活
動
し
て
お
り
、
自
由
民
権

運
動
の
余
じ
ん
に
と
び
こ
ん
で
、
政
治
に
力
点
を
か
け
た
「
社
会
ヴ
ィ
ジ
ョ

ン
」
を
も
と
う
と
す
れ
ば
も
ち
う
る
可
能
性
は
充
分
あ
っ
た
の
に
、
ま
っ
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

く
そ
れ
に
関
心
を
示
さ
な
か
っ
た
か
ら
。
も
う
一
つ
に
は
、
順
境
か
ら
逆
境

に
お
ち
た
生
活
体
験
、
あ
る
い
は
弟
岩
三
郎
が
い
う
よ
う
に
「
強
き
を
挫
き

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

弱
き
を
助
け
る
と
い
う
幡
随
院
長
兵
衛
的
気
象
」
を
生
む
よ
う
な
生
活
体
験

か
ら
き
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
。
そ
し
て
、
民
衆
の
社
会
生
活
の
低
さ

と
産
業
社
会
の
未
熟
さ
と
で
、
　
「
日
本
社
会
」
の
「
後
進
性
」
を
実
感
さ
せ

ら
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
　
「
ア
メ
リ
カ
社
会
」
の
「
先
進
性
」
を
労
働
者

の
「
安
寧
幸
福
」
を
通
し
て
み
た
こ
と
が
、
労
働
運
動
へ
の
関
心
と
結
び
つ

く
、
あ
る
い
は
そ
の
逆
が
、
そ
れ
ま
で
の
生
活
体
験
に
お
う
選
択
で
あ
り
、

そ
こ
に
高
野
な
り
の
「
粒
会
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
」
が
働
い
て
い
た
こ
と
だ
け
は
確

か
だ
と
思
う
。
あ
る
い
は
、
そ
の
「
社
会
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
」
か
ら
、
こ
の
よ
う

な
選
択
を
し
た
と
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
。

　
高
野
が
渡
米
・
再
渡
米
し
た
の
は
一
八
八
六
・
八
七
年
の
こ
と
で
あ
る
が
、
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1894年
（26歳）

～グレイト・バーリントン（マサチュセッツ）。この間，「家

事労働」などをする。3月，サミュエル・ゴソパース（AF

L会長）に手紙を書いて，日本の労働運勤への助言を求め

る。以後，数圓。4月，ニューヨーク～。5月，アメリカ

海軍の水兵（マチアス号食堂勤務）となる。出航（11月）ま

での待機期問を利用して，ガントソ主宰「社会経済学院」

に通う。この間，「労働騎士団，AFL傘下の組合などに，

労働運動のあり方などをたずねるとともに，組合規約など

を入手。　9月，ゴソパースに面会。以後，数回。AFL

の正式のオルガナイザーとなる。11月tマチアス号仕蹴。

（96年，夏，横浜で脱艦。）

“　Labor　Movement　in

Japan”　Americas；　Federa－

tionist．10月。

在米中，毎月10ドル程度の

仕送りを，家族に送り続け

た。また厩木の新聞，　『国

民之友Sなどをとりよせ，

日本の社会状勢に関心をも

ち続けた。

参考資料：r遠復』（サンフランシスコ）ユ892年7月～1894年12月。高野岩三郎「兄高野房太郎を語

　　　　　る！r明日』1937年10月号（大原社会問題研究所r資料室報』第145号，1968年10月所収）。

　　　　　隅谷三喜男「高野房太郎と労働運動一ゴンパースとの関係を中心に」　置経済学論集』

　　　　　第29巻第一号1963年4月（『日本賃労働の史的研究』御茶の水書房1976年所収）。大島

　　　　清「労働組合運動の創始者・高野房太郎」←一）⇒㊧（前掲『資料室報』第106号，第124号，

　　　　第139号，1965年1月，1966年10月，1968年4月）。二村一夫「職工義友会と加州降本人
　　　　靴エ聞盟会」（『黎明期日本労鋤運動の再検討（労働運動史研究62弩）』労種1旬報社，1979

　　　　年）。「高野房太郎」『臼本社会運動人名辞典』青木書店1979年，所収。

い
が
、
た
と
え
ば
「
職
工
諸
君
に
寄
す
」
の
つ
ぎ
の
よ
う
な
個
処
は
、
そ
れ

と
し
て
読
む
こ
と
も
で
き
る
と
思
う
。

　
さ
き
に
も
ふ
れ
た
よ
う
に
、
高
野
は
「
出
稼
ぎ
」
と
し
て
の
体
験
を
直
接

書
き
残
し
て
い
な
い
の
で
、
わ
た
し
た
ち
は
そ
れ
を
推
測
す
る
よ
り
ほ
か
な

た
と
し
て
も
、
多
く
の
渡
米
者
と
同
じ
く
、
一
介
の
「
嵐
稼
ぎ
し
と
し
て
「
ア

メ
リ
カ
社
会
」
に
入
ら
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。

野
家
の
も
ち
山
を
処
分
し
て
浮
魚

開
い
た
と
は
い
え
、
そ
の
失
敗
後

1輔
た　　’

サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
で
雑
貨
店
を

と
え
ど
の
よ
う
な
志
を
も
っ
て
い

な
ど
と
は
、
決
定
的
に
異
な
る
も
の
を
し
い
た
は
ず
な
の
だ
。
高
野
も
、
高

気
満
々
た
る
青
年
」
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
何
ら
か
の
形
で
経
済
的
裏
付
け

の
あ
る
者
以
外
は
、
労
働
に
、
そ
れ
も
下
層
の
労
働
に
従
事
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
か
っ
た
の
が
、
渡
米
者
が
、
ま
ず
ぶ
つ
か
っ
た
現
実
だ
か
ら
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
大
多
数
の
渡
米
者
は
、
生
活
で
「
ア
メ
リ
カ
社
会
」
に
入
っ
て
い

か
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
体
験
は
、
バ
ク
を
つ
け
る
た
め

に
渡
米
し
た
物
見
遊
山
気
分
の
も
の
や
、
生
活
の
心
配
の
な
い
「
留
学
生
」

と
す
る
、
野
心
勃
々
覇
気
満
々
た
る
青
年
」
か
ら
な
る
も
の
だ
っ
た
そ
う
で

　
⑰

あ
る
。
だ
が
わ
た
し
た
ち
は
、
こ
の
『
在
米
日
本
人
史
』
の
記
述
に
あ
ま
り

ひ
き
ず
ら
れ
て
は
い
け
な
い
と
思
う
。
な
ぜ
な
ら
、
い
か
に
「
野
心
勃
々
覇

『
在
米
日
本
人
史
』
に
よ
れ
ば
、
妾
蒔
の
日
本
人
社
会
は
一
八
九
〇
年
代
以

降
の
「
出
稼
ぎ
」
主
流
の
時
期
と
は
異
っ
て
、
　
「
米
国
で
一
と
旗
揚
げ
よ
う
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高野房太郎（立川）

高野のアメリカでの足跡

年（年齢）1
足 跡 論稿・その他

1882年

（14歳）

1886年

（エ8歳）

1887年

（19歳）

1888年

（20歳）

1889年

（21歳）

1890年

（22歳）

1891年

（23歳）

1892年

（24歳）

1893年

（25歳）

横浜の伯父の圓漕店で事務見習として働く。

横浜商業夜学校へ通う。この間，高田早苗などを呼んで，

伊　藤痴遊iらと「講演会」を開いた，といわれている。

高野一家のうしろだてだった伯父死亡。12月，渡米。

　オークランド～ブソ・アンタレス（カリフォルニア）～ポイ

　ソト・アリーナ（カリフォルニア）。この間，「家事労働」・

　「劇場の下働き」などをし，「製材所」でも働く。秋一

時帰国。日本雑貨店の経欝資金を作るため，長綺にある高
i賑のも狛塑分して，醸鵜
1
サンフランシスコ～。友人と共同でB本雑貨店を開く。

　2月頃雑貨店失敗。サンフランシスコを出て，ポイント・

アリーサの「製材所」で働く。秋，シアトル。この年，城

常太郎と知りあう。また，ジョージ・マクネイル編r労働

運動一今日の問題』を読み，労働運動に関心をもち始め

る。

4月，タコマ。10月，サンフランシスコ～。以後，　「家事

労働」・「日本料理店の給仕」・「ホテルの客引」・「移佳民局

の通訳」・「スクール・ボーイ」などをして働く。この頃：，

日本での「材木伐出場」の設立を計画し，岩三郎に，熱心

にその闘連の調査を依頼。

サンフランシスコ商業学校別科入学。　（翌年1月，副題修

了。）夏，城常太郎，澤田半之助らと「職工義友会」を結

成。11月，ジョージ・ガソトソ『富と進歩』を入手（翌年

3月，翻訳完了）。この年，「労働騎士団」の機関紙を定期

購読するようになる。

2月，タコマ。暮，サンフランシスコから一時帰國，「材

木伐出場」調査のためかP　すぐ，アメリカにもどる。こ

の頃より，リカード，’e・一シャル，ミルなどの経済学：を熱

心に勉強。また，労働問題の論客として，在米日本人の聞

で，名を知られるようになった。旧本人排斥」に強い関

心を，もつようになっていた。

タコマ～サンフランシスコ～。10月頃，シカゴ。　「シカゴ

万国博覧会」で資本商品販売所の「売り子」をする。以前

より，「万園博覧会」の観覧を希望。

，
｝

1この頃より，渡米の意志を

　もつようになった，　とレ、う。

一アメリカ婦人から，英語

　を学ぶ。小説を読み，翻訳

をする。以後，ディケソズ

　など数多く小説を読んだよ

　うである。9月，岩三郎，

第一高等中学校予科入学。

．　「ヤンキー（Yankee）第一

回」（『読売新聞』工0月）。

「北米合衆国の労役被会の1

有様を叙す」（r読売新聞』

5月）。

「日本に於ける労働問題」

（r読売新聞凄8月）。

岩雀郎，第一高等学校本科

入学

「金井博士及添田学士に呈

す」　（『国民新躍』5月）。

この論稿以隆の高野は，ま

ったくの「ガントニァソ」

といってよい。「鰻腕記

者に問フ」・窪愛騒錨己者二

与フ」・「『愛国」言己老・に倍」

ぐ一労｛動問題の一端」（『遠

征』（サンフランシスコ）7

月，8月，11月）。9月，岩

三郎，東京帝魍大学法科大

学入学。（95年7月，卒業。）

「寓国の策を論じて日本に

於ける職階問題に及ぶ」

（r東京経済雑誌』2月）。
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「
今
日
に
於
て
は
、
職
工
に
し
て
一
度
災
厄
に
逢
は
ん
か
、
一
に
他
人
の

　
救
助
を
仰
が
ざ
る
べ
か
ら
ず
、
其
猫
立
の
女
面
を
汚
す
こ
と
少
々
に
あ
ら

　
ず
。
又
時
と
し
て
は
依
る
べ
き
他
人
な
く
し
て
非
常
に
困
難
を
極
む
る
こ

　
と
も
あ
り
。
之
に
反
し
て
組
合
よ
り
救
助
を
恥
く
る
は
恵
ま
る
＼
に
あ
ら

　
で
、
約
束
上
受
取
り
得
べ
き
金
額
を
響
く
る
老
な
れ
ば
、
毫
も
猫
立
の
面

　
目
を
汚
す
こ
と
な
く
、
又
災
厄
の
場
合
に
重
し
既
に
其
困
難
を
薄
ふ
す
べ

　
き
方
法
の
附
き
居
る
以
上
は
、
殊
更
此
等
の
こ
と
に
苦
慮
し
て
卑
屈
の
行

　
ひ
を
な
す
を
要
せ
ざ
る
こ
と
』
な
り
、
自
助
の
精
神
自
信
の
意
氣
大
に
昂

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

　
り
為
め
に
職
工
の
贔
位
を
高
む
る
こ
と
勘
な
か
ら
ざ
る
べ
し
。
」

　
ま
た
別
の
と
こ
ろ
で
の
常
識
的
な
「
女
工
保
護
」
と
は
ズ
レ
が
あ
る
、
つ

ぎ
の
よ
う
な
文
章
も
、
金
で
苦
労
し
た
体
験
と
し
て
読
め
な
い
こ
と
は
な
い
。

　
「
里
家
労
に
服
し
て
尚
餓
寒
を
覚
ゆ
、
此
時
に
当
て
女
工
幼
工
の
就
職
及

　
労
働
時
間
を
制
限
す
る
其
結
果
は
如
何
。
無
業
の
民
を
以
て
充
満
す
る
工

　
業
社
会
果
し
て
此
等
の
制
限
の
斜
め
に
給
料
の
騰
貴
、
工
業
の
繁
栄
を
致

　
す
こ
と
を
得
る
か
。
微
弱
な
る
労
働
社
会
に
行
ひ
た
る
の
改
良
は
往
々
反

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

　
対
の
結
果
を
生
ず
、
濫
毒
す
る
所
な
く
し
て
可
な
ら
ん
や
。
」

　
そ
し
て
、
労
働
者
は
金
銭
的
メ
リ
ッ
ト
が
な
け
れ
ば
労
働
運
動
に
参
加
し

　
⑳

な
い
、
と
い
う
発
想
も
、
金
で
苦
労
し
た
体
験
が
秦
地
に
な
っ
て
い
た
と
も

考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
わ
た
し
は
そ
こ
に
、
高
野
自
身
の
在
米
時
の
生
活
体
験
の
一
端
を
読
み
と

り
た
い
と
思
う
。
病
気
で
働
け
な
い
の
に
誰
も
助
け
て
く
れ
な
か
っ
た
こ
と
、

仕
事
が
な
く
蓄
え
も
つ
き
食
う
や
食
わ
ず
で
何
と
か
家
族
に
送
金
し
た
こ
と
、

突
然
ク
ピ
を
き
ら
れ
た
こ
と
を
。
そ
し
て
、
人
に
だ
ま
さ
れ
金
を
む
し
り
と

ら
れ
、
裏
切
ら
れ
た
こ
と
、
逆
に
今
度
は
自
分
が
サ
ギ
ま
が
い
の
こ
と
を
し
、

人
を
ふ
み
つ
け
に
し
た
こ
と
な
ど
が
あ
っ
た
こ
と
を
。
一
介
の
「
出
稼
ぎ
」

の
異
質
な
社
会
で
の
生
活
は
、
そ
の
よ
う
な
も
の
を
し
い
ら
ず
に
は
、
お
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

な
か
っ
た
は
ず
だ
か
ら
。
そ
こ
で
は
当
然
、
「
ア
メ
リ
カ
社
会
」
と
の
き
し

へみ
が
生
じ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
た
と
え
、
内
村
鑑
三
が
「
余
は
如
何
に
し

て
基
督
教
徒
に
な
り
し
乎
」
に
描
い
た
よ
う
な
、
　
「
ア
メ
リ
カ
の
理
念
」
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヨ

の
思
想
的
格
闘
を
し
い
る
よ
う
な
き
し
み
で
な
く
と
も
、
当
時
す
で
に
存
在

し
た
「
排
日
」
の
雰
囲
気
の
な
か
で
の
屈
辱
的
な
体
験
を
通
し
て
、
　
「
ア
メ

リ
カ
社
会
」
の
う
さ
ん
臭
さ
を
感
じ
と
る
契
機
が
、
高
野
の
ま
わ
り
に
も
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

つ
た
こ
と
は
、
高
野
の
断
片
的
な
資
料
か
ら
も
推
測
で
き
る
。
し
か
も
、
よ

く
し
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
一
八
七
〇
年
代
以
降
ふ
き
あ
れ
た
「
中
国
人
排
斥
」

の
嵐
の
余
韻
は
、
太
平
洋
沿
岸
、
と
く
に
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
で
は
充
分
残
っ

て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
ア
メ
リ
カ
で
「
事
業
」
の
基
礎
を
作
る
と
い

う
夢
に
破
れ
か
け
て
い
る
自
分
を
契
機
と
し
て
も
、
　
「
ア
メ
リ
カ
社
会
」
の

う
さ
ん
臭
さ
は
感
じ
と
れ
た
は
ず
で
あ
る
。

　
だ
が
高
野
は
、
そ
れ
ら
の
体
験
を
脇
に
お
い
た
ま
ま
、
男
時
の
「
在
米
体

験
」
を
も
つ
多
く
の
知
識
人
、
そ
し
て
片
山
潜
・
安
寧
磯
陰
・
赤
羽
一
・
幸
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高野房太郎（立川）

徳
秋
水
ら
「
社
会
主
義
者
」
と
同
様
に
、
　
「
ア
メ
リ
カ
社
会
」
を
「
日
本
社

　
　
　
　
　
、
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

会
」
よ
り
、
ま
し
な
「
先
進
・
文
明
社
会
」
と
と
ら
え
た
の
で
あ
る
。
こ
の

よ
う
な
と
ら
え
か
た
は
、
社
会
思
想
と
生
活
体
験
を
し
ゃ
断
ず
る
思
想
構
造

と
地
続
き
で
あ
る
。

　
い
わ
ば
「
ア
メ
リ
カ
社
会
」
の
現
実
に
目
を
つ
ぶ
っ
て
、
そ
し
て
生
活
上

で
な
め
さ
せ
ら
れ
た
辛
酸
に
も
目
を
つ
ぶ
っ
て
、
　
「
労
働
老
の
安
寧
幸
福
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
　
　
も
　
　
カ
　
　
へ

を
「
ア
メ
リ
カ
社
会
」
の
「
先
進
性
」
の
象
徴
と
し
て
、
つ
ま
り
い
い
と
こ

へう
だ
け
を
と
ら
え
た
の
が
、
高
野
が
思
想
的
に
と
ら
え
た
ア
メ
リ
カ
、
思
想

と
し
て
の
在
米
体
験
で
あ
っ
た
。

　
高
野
は
、
日
本
の
「
後
進
性
」
を
、
民
衆
の
社
会
生
活
の
劣
悪
さ
と
総
門

な
産
業
社
会
と
に
還
元
し
て
い
る
が
、
そ
れ
は
、
こ
の
よ
う
な
思
想
と
し
て

の
在
米
体
験
と
裏
表
の
関
係
に
あ
る
と
思
う
。
　
「
ア
メ
リ
カ
社
会
」
の
「
先

進
性
」
を
こ
の
よ
う
に
実
感
さ
せ
ら
れ
た
か
ら
、
臼
本
の
「
後
進
性
」
を
そ

の
よ
う
に
と
ら
え
る
、
あ
る
い
は
逆
に
、
日
本
の
「
後
進
性
」
を
そ
の
よ
う

に
実
感
し
て
い
る
か
ら
、
　
「
ア
メ
リ
カ
社
会
」
の
「
先
進
性
」
を
こ
の
よ
う

に
と
ら
え
た
、
と
い
う
よ
う
に
。

　
「
義
心
と
侠
気
と
に
富
め
り
と
称
せ
ら
れ
る
㌧
日
本
人
に
し
て
、
社
会
の

　
一
面
に
は
不
正
な
る
制
裁
の
下
に
束
縛
せ
ら
れ
、
悲
謄
痛
苦
の
境
遇
に
陣

　
吟
ず
る
も
の
あ
る
を
見
て
、
悟
と
し
て
之
を
顧
み
ざ
る
が
如
き
も
の
あ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊧

　
は
何
故
ぞ
、
干
て
然
る
か
将
た
知
ら
ず
し
て
然
る
か
。
」

　
「
数
年
前
米
国
の
土
を
ふ
み
、
以
来
、
こ
の
国
の
労
働
者
の
め
ぐ
ま
れ
た

生
活
に
顛
を
み
は
る
に
つ
れ
、
わ
た
し
の
思
い
は
日
本
の
労
働
者
に
向
い

ま
し
た
。
社
会
的
物
質
的
見
地
か
ら
み
れ
ば
、
日
本
の
労
働
者
の
現
状
は

惨
謄
た
る
も
の
で
あ
り
、
帰
国
後
す
ぐ
、
彼
ら
の
現
状
の
改
善
に
と
り
か

か
ろ
う
と
決
心
す
る
に
い
た
り
ま
し
た
。
そ
の
た
め
に
、
在
米
中
で
き
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊧

　
る
限
り
、
ア
メ
リ
カ
の
労
働
運
動
の
研
究
に
は
げ
み
た
い
と
思
い
ま
す
。
」

　
「
英
し
下
れ
我
製
品
（
日
本
製
品
－
引
用
者
）
に
し
て
果
し
て
其
品
質

其
価
格
、
能
く
米
国
品
と
競
争
す
る
に
足
る
者
な
ら
し
め
ば
、
吾
人
は
我

　
国
人
の
認
め
て
禁
止
税
に
均
し
き
と
な
す
重
税
を
課
せ
ら
る
を
檸
ら
ず
。

　
然
れ
ど
も
我
製
品
が
今
日
に
於
て
其
品
質
上
能
く
米
圏
品
と
競
争
す
る
が

如
き
は
、
手
産
品
以
外
得
て
望
む
べ
き
に
あ
ら
ず
。
唯
僅
か
に
賃
銀
の
廉

　
な
る
を
利
し
、
欧
米
最
新
の
器
械
を
応
用
し
、
以
て
米
審
と
競
ふ
こ
と
を

　
得
る
の
み
。
此
の
如
き
製
品
に
向
っ
て
、
衰
齢
［
政
府
…
が
苛
重
の
関
税
を
課

　
す
る
の
は
、
正
に
其
至
当
の
権
利
内
に
属
し
、
吾
人
の
得
て
容
嫁
す
べ
き

　
者
に
あ
ら
ざ
る
の
み
な
ら
ず
、
世
界
の
公
道
に
も
良
心
に
我
を
非
凝
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

　
な
き
を
保
せ
ざ
る
也
。
」

　
こ
こ
か
ら
、
　
「
ア
メ
リ
カ
社
会
」
を
モ
デ
ル
と
し
て
「
日
本
．
の
社
会
」
を

み
る
、
ま
た
逆
に
、
　
「
日
本
の
社
会
」
を
批
判
的
に
み
る
か
ら
「
ア
メ
リ
カ

社
会
」
を
モ
デ
ル
と
す
る
、
と
い
う
高
野
の
社
会
批
判
の
方
法
が
形
作
ら
れ

て
い
る
の
で
あ
る
。
多
く
の
「
近
代
主
義
者
」
が
、
こ
れ
と
同
じ
方
法
を
と

121 （447）



っ
て
い
る
。

　
高
野
と
ほ
ぼ
同
じ
時
期
に
、
欧
米
で
の
留
学
体
験
を
も
つ
新
渡
戸
稲
造
は
、

自
ら
の
留
学
体
験
を
回
想
し
た
「
帰
雁
の
薦
」
　
（
一
九
〇
七
）
の
な
か
で
、

欧
化
政
策
は
藤
本
の
国
是
で
後
も
ど
り
は
出
来
な
い
か
ら
、
欧
米
社
会
に
悪

い
と
こ
ろ
が
あ
っ
て
も
、
良
い
と
こ
ろ
だ
け
学
ん
で
、
欧
化
政
策
の
よ
り
よ

い
遂
行
の
た
め
に
役
立
て
る
こ
と
が
大
切
だ
、
と
い
う
意
味
の
こ
と
を
い
っ

て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
考
え
方
が
さ
き
の
社
会
批
判
の
方
法
と
結
び
つ
く
の

だ
が
、
こ
れ
は
、
日
本
の
「
近
代
化
」
を
欧
米
化
と
イ
コ
…
ル
に
考
え
る
者

に
共
通
し
た
も
の
で
あ
る
。
膏
野
も
、
分
類
す
れ
ば
そ
の
よ
う
な
「
近
代
主

義
者
」
の
一
人
で
あ
っ
た
と
思
う
。
片
山
潜
も
安
部
立
悩
も
、
日
本
の
よ
り

よ
い
「
近
代
化
」
の
た
め
に
自
分
の
在
米
体
験
を
役
立
て
よ
う
と
「
社
会
問

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

題
解
決
」
の
思
想
を
も
ち
帰
っ
て
き
た
が
、
高
野
も
同
じ
よ
う
に
思
想
を
も

ち
帰
っ
て
き
た
の
で
あ
る
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
、
高
野
の
「
労
働
運
動
論
」
は
、
つ
き
つ
め
て
し
ま
え

ば
、
日
本
の
労
働
者
の
「
ア
メ
リ
カ
化
」
を
臼
本
的
に
い
か
に
し
て
も
た
ら

す
か
に
あ
っ
た
と
い
っ
て
も
よ
い
、
と
い
う
の
が
わ
た
し
の
考
え
で
あ
る
。

①
弟
岩
三
郎
に
よ
れ
ば
、
高
野
は
勉
学
が
す
き
で
、
横
浜
で
も
働
き
な
が
ら
夜
学

　
へ
通
う
と
と
も
に
、
俳
藤
痴
遊
ら
と
講
演
会
も
開
き
、
そ
し
て
い
っ
か
は
、
ア
メ

　
リ
カ
に
い
っ
て
勉
学
を
し
た
い
希
望
を
も
っ
て
い
た
そ
う
で
あ
る
。
　
（
高
野
岩
三

　
郎
「
兄
高
野
募
太
郎
を
語
る
」
『
明
日
』
一
九
三
七
年
一
〇
号
。
以
下
、
同
文
の

　
引
用
は
、
火
原
社
会
問
題
研
究
所
『
資
料
室
報
』
第
一
四
五
号
　
一
九
六
八
年
一

　
○
月
所
収
の
も
の
に
よ
る
。
　
七
頁
。
）

②
　
ア
メ
リ
カ
で
の
日
本
人
「
出
稼
ぎ
」
に
つ
い
て
は
、
入
手
し
や
す
い
も
の
で
は
、

　
つ
ぎ
の
著
作
が
漁
少
考
に
な
る
。

　
カ
ー
ル
・
ヨ
ネ
ダ
『
在
米
臼
本
人
労
働
者
の
騰
史
』
新
日
本
出
版
社
　
一
九
六
七

　
年
。
若
槻
泰
雄
『
排
日
の
歴
史
』
中
央
公
論
社
　
一
九
七
二
年
。
鶴
谷
寿
『
ア
メ

　
リ
カ
西
都
閥
拓
と
日
本
人
』
　
日
本
放
送
出
版
協
会
　
一
九
七
七
年
。
竹
国
友
康

　
『
リ
ト
ル
ト
ウ
キ
ョ
ウ
物
語
－
あ
る
日
系
コ
ミ
ュ
ニ
ス
ト
と
そ
の
子
孫
た
ち
」

　
四
季
書
虜
　
一
九
七
八
年
。
大
谷
勲
『
他
人
の
国
、
自
分
の
羅
　
日
系
ア
メ
リ
カ

　
人
オ
ザ
キ
家
三
代
の
記
録
』
角
川
書
店
　
一
九
八
○
年
。

③
　
亀
井
俊
介
『
自
由
の
聖
地
－
日
本
人
の
ア
メ
リ
カ
』
研
究
社
　
一
九
七
八
年
。

④
　
あ
る
調
査
に
よ
れ
ば
、
一
八
八
七
年
に
は
一
一
二
〇
人
で
あ
っ
た
も
の
が
、
｝

　
八
九
七
年
に
は
三
五
〇
〇
〇
人
に
ま
で
増
加
し
て
い
る
。
　
（
在
米
臼
本
人
会
纂
跡

　
保
存
都
編
『
在
米
日
本
人
史
』
在
米
日
本
人
会
（
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
）
一
九
四

　
〇
年
　
五
八
四
頁
～
五
八
五
買
。
）
　
た
だ
し
、
｝
八
九
七
年
の
数
字
に
は
、
ハ
ワ

　
イ
か
ら
の
転
航
組
が
、
多
く
ふ
く
ま
れ
る
が
。

⑤
　
ハ
イ
マ
ン
・
カ
ブ
リ
ソ
「
高
野
慧
房
太
郎
一
一
労
働
運
動
者
の
生
涯
と
思
想
1
」

　
カ
ブ
リ
ン
苗
服
掲
編
芸
【
所
収
　
　
二
六
頁
～
二
七
頁
。

⑥
高
野
房
太
郎
「
北
米
合
衆
口
に
於
け
る
保
護
貿
易
主
義
」
『
太
陽
』
二
巻
一
号

　
一
八
九
｛
ハ
年
一
〇
月
二
〇
日
。
和
文
篇
二
一
一
二
百
ハ
。

⑦
高
野
の
ア
メ
リ
カ
か
ら
の
家
族
宛
の
手
紙
。
以
下
、
特
に
記
さ
な
い
限
り
、
高

　
野
の
手
紙
の
引
用
は
、
大
島
清
「
労
働
組
合
運
動
の
創
始
者
・
高
野
房
太
郎
」
8

　
◎
㊤
　
大
原
社
会
問
題
研
究
所
『
資
料
室
報
』
第
一
〇
穴
号
　
一
九
六
五
年
｝
月
、

　
第
一
二
四
号
　
一
九
六
六
年
一
〇
月
、
第
二
三
九
号
　
一
九
六
八
年
三
月
所
収
の

　
も
の
に
よ
る
。
参
照
。

⑧
　
高
野
房
太
郎
「
ヤ
ン
キ
ー
（
鴫
p
島
搾
。
①
）
第
一
回
」
　
『
読
売
新
關
』
一
八
八
九
年

　
一
〇
月
五
日
。
和
文
篇
五
九
頁
～
穴
○
頁
。

⑨
前
掲
大
島
「
労
働
組
合
運
動
の
劇
始
者
・
高
野
房
太
郎
」
e
一
四
頁
。
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高野房太郎（立川）

⑩
註
③
に
同
じ
、
六
一
頁
。

⑪
　
凹
同
右
　

山
ハ
一
二
｝
貝
。

⑫
　
　
「
…
…
岡
麓
リ
ニ
ハ
　
o
ワ
0
9
p
同
日
；
8
ト
申
シ
テ
自
由
二
　
「
ダ
ン
ス
」
ヲ
剃
玖
候
乍

　
併
私
杯
ハ
指
…
ヲ
ク
ワ
エ
テ
晃
テ
居
ル
方
二
段
。
」
（
高
野
｝
房
太
離
坤
の
輝
お
よ
び
弟
宛

　
の
手
紙
　
一
八
八
七
年
七
月
三
一
日
付
。
前
掲
大
島
「
労
働
組
合
運
動
の
創
始
者

　
・
高
野
房
太
郎
」
e
　
八
頁
。
）

⑬
　
高
野
房
太
郎
「
北
米
合
衆
國
の
労
役
社
会
の
有
様
を
叙
す
」
　
『
読
売
新
聞
』
一

　
八
九
〇
年
六
月
七
臼
。
和
文
篇
六
七
頁
～
六
八
頁
。

⑭
　
主
と
し
て
、
ジ
ョ
ー
ジ
・
マ
ク
ネ
イ
ル
編
著
『
労
鋤
運
動
－
今
日
の
問
題
』

　
、
、
8
プ
。
ピ
曽
げ
。
憎
鼠
。
〈
o
旨
。
騨
…
的
ぴ
Φ
℃
8
σ
冨
ヨ
o
h
日
。
島
ρ
曳
．
、
H
Q
。
Q
◎
圃
が
、
「
タ

　
ネ
本
」
に
な
っ
て
い
る
。
　
（
前
掲
二
村
「
職
工
義
友
会
と
加
州
日
本
人
靴
工
隅
盟

　
会
」
一
三
八
頁
～
一
三
九
頁
。
）

⑮
「
亡
命
民
権
家
グ
ル
ー
プ
」
に
つ
い
て
は
、
さ
し
あ
た
っ
て
、
亀
井
俊
介
前
掲

　
書
「
4
『
自
由
民
権
』
の
モ
デ
ル
」
、
色
川
大
吉
『
自
由
民
権
』
「
第
六
章
　
亡
命

　
民
権
家
の
戦
い
」
（
岩
波
新
書
　
一
九
八
一
年
）
を
参
照
。

　
　
彼
ら
「
亡
命
罠
権
家
グ
ル
ー
プ
」
を
考
え
る
と
き
、
彼
ら
が
「
鉄
道
ボ
ス
」
な

　
ど
と
結
び
つ
い
て
「
利
権
」
あ
さ
り
を
し
た
こ
と
や
、
の
ち
に
は
、
「
移
民
会
社
」

　
に
関
係
し
、
移
畏
を
く
い
も
の
に
し
た
こ
と
に
も
注
意
す
べ
き
だ
と
思
う
。
高
野

　
が
政
治
運
動
に
慎
重
だ
っ
た
の
は
、
彼
ら
の
こ
の
よ
う
な
体
質
を
、
嫌
っ
て
い
た

　
こ
と
か
ら
も
、
く
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

⑯
高
野
岩
三
郎
「
囚
わ
れ
た
る
民
衆
」
　
『
新
生
』
第
二
巻
第
二
号
　
一
九
四
五
年

　
一
二
月
。
以
下
、
同
文
の
引
用
は
、
同
『
か
っ
ぱ
の
屍
』
　
（
法
政
大
学
出
版
局

　
一
九
六
一
年
目
所
収
に
よ
る
。
四
〇
頁
。

⑰
在
米
日
本
人
三
編
跡
保
存
部
署
前
掲
書
三
六
〇
頁
。

⑱
　
「
其
後
（
最
初
の
渡
米
後
－
引
覇
者
）
一
度
東
京
へ
帰
り
（
略
）
長
崎
に
あ

　
つ
た
小
さ
い
山
を
二
百
円
（
略
）
で
売
り
そ
れ
を
資
本
に
商
ひ
を
や
る
べ
く
、
再

　
び
渡
航
し
た
。
　
（
戴
勝
）
始
め
マ
ー
ケ
ッ
ト
ス
ト
リ
ー
ト
に
日
本
品
の
商
店
を
娼

　
し
、
バ
ザ
ー
な
ど
を
や
っ
た
が
美
事
に
失
敗
し
て
店
を
た
」
ん
だ
。
」
（
前
掲
高
野

　
岩
三
郎
「
兄
高
野
房
太
郎
を
語
る
」
一
八
買
。
）

⑲
　
高
野
募
太
郎
「
職
工
諸
君
に
寄
す
」
　
（
片
山
潜
・
西
川
光
次
郎
口
．
日
本
の
労
働

　
運
動
』
一
九
〇
一
年
　
岩
波
文
庫
版
　
二
五
頁
）
。

⑳
高
野
房
太
郎
「
金
井
博
±
及
添
田
学
士
に
呈
す
」
　
『
際
物
新
聞
』
一
八
九
二
年

　
五
月
二
〇
日
。
和
文
篇
九
七
頁
。

⑳
　
た
と
え
ば
、
前
掲
高
野
「
日
本
に
於
け
る
労
働
問
題
」
一
八
九
～
年
八
月
一
〇

　
日
。
和
文
篇
九
二
頁
～
九
五
頁
。

㊧
　
た
と
え
ば
、
　
「
日
本
人
攻
撃
ハ
日
々
度
ヲ
増
シ
来
ル
有
様
二
御
座
候
実
二
痛
嘆

　
ノ
外
ナ
ク
候
」
　
（
高
野
の
弟
岩
三
郎
宛
の
手
紙
　
一
八
九
一
年
六
月
一
日
。
前
掲

　
大
島
「
労
働
組
合
運
動
の
創
始
者
・
高
野
房
太
郎
」
⇔
＝
頁
）
。
ま
た
、
白

　
人
労
働
者
に
よ
る
日
塞
人
労
働
者
の
迫
害
に
対
す
る
、
強
い
関
心
か
ら
書
か
れ
た

　
論
稿
も
あ
る
（
高
野
房
太
郎
「
『
愛
国
』
記
者
二
問
フ
」
　
『
遠
征
』
第
一
四
号

　
一
八
九
二
年
七
月
一
五
日
、
同
「
『
愛
国
』
記
者
二
与
フ
」
『
遠
征
』
第
一
六
号

　
一
八
九
二
年
八
月
一
五
日
）
。
　
さ
ら
に
、
一
八
九
二
年
、
親
友
城
常
太
郎
が
中
心

　
と
な
っ
て
結
成
し
た
「
加
州
日
本
人
靴
工
同
盟
会
」
は
、
白
人
靴
工
に
よ
る
迫
害

　
に
抗
し
た
も
の
で
あ
っ
た
（
前
掲
二
村
「
職
工
義
友
会
と
加
州
日
本
人
靴
工
同
盟

　
会
」
＝
一
七
頁
～
＝
二
六
頁
）
。
「
排
庭
」
に
つ
い
て
は
、
さ
し
あ
た
っ
て
、
若
槻

　
前
掲
書
、
鶴
谷
前
掲
霞
。

⑭
　
高
野
の
弟
岩
三
郎
宛
の
手
紙
　
一
八
九
〇
年
一
二
月
｝
六
日
付
（
前
掲
、
大
島

　
「
労
働
組
合
の
創
始
者
・
高
野
募
太
郎
」
⇔
　
～
頁
～
三
頁
。
）

㊧
赤
羽
一
の
つ
ぎ
の
よ
う
な
ア
メ
リ
カ
像
は
、
象
徴
的
で
あ
る
。

　
「
亜
米
利
加
漣
も
元
よ
り
自
由
の
樂
地
で
は
無
い
、
け
れ
ど
も
比
較
的
僕
に
自
由

　
を
與
へ
て
呉
れ
た
。
蕊
米
利
三
目
も
元
よ
り
幸
福
の
天
幕
で
は
無
い
、
け
れ
ど
も

　
比
較
的
僕
に
幸
福
を
與
へ
て
呉
れ
た
。
亜
米
利
加
蓮
も
元
よ
り
理
想
の
郷
士
で
は

　
無
い
、
け
れ
ど
も
比
較
的
理
想
に
近
い
國
土
で
あ
っ
た
。
　
（
中
略
）
比
較
的
安
樂

　
で
幸
福
で
生
活
の
困
難
轟
き
翌
米
利
加
を
捨
て
』
、
不
断
の
心
配
と
無
用
の
饒
舌
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に
忙
殺
さ
れ
る
日
本
と
云
ふ
ツ
マ
ラ
ヌ
馬
鹿
氣
た
國
に
露
ら
ね
ば
な
ら
臓
で
あ
ら

　
う
か
、
比
較
的
寛
大
で
愛
翫
で
、
頑
愚
鍵
の
如
き
を
す
ら
容
れ
て
呉
れ
た
亜
米
利

　
加
を
ア
ト
に
し
て
、
小
人
と
俗
物
と
盗
賊
と
山
師
の
猷
魑
す
る
目
本
と
云
ふ
イ
ヤ

　
ナ
國
に
師
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
で
あ
ら
う
乎
。
…
…
」
（
赤
羽
一
「
乱
雲
驚
濤
」
一
九

　
〇
六
年
『
明
治
祉
会
主
義
文
学
集
口
拙
筑
摩
書
房
　
一
九
六
五
年
所
収
　
三
一
五

　
頁
。
）

⑯
　
前
掲
高
野
「
日
本
に
於
け
る
労
働
間
題
」
一
八
九
一
年
八
月
七
日
。
和
文
篇

　
八
八
頁
。

⑳
高
野
の
サ
ミ
ュ
エ
ル
・
ゴ
ン
パ
ー
ス
宛
の
手
紙
　
一
八
九
四
年
三
月
六
日
付

　
（
前
掲
隅
谷
「
高
野
房
太
郎
と
労
働
運
動
ー
ゴ
ン
パ
ー
ス
と
の
関
係
を
中
心
に
」

　
一
八
六
頁
。
）

⑳
　
高
野
房
太
郎
「
北
米
合
衆
国
に
於
け
る
保
護
貿
易
主
義
」
　
『
太
陽
』
第
一
　
巻
二

　
　
号
　
一
八
九
六
年
一
〇
月
二
〇
霞
。
和
文
篇
＝
　
四
頁
～
一
二
五
頁
。

⑳
新
渡
戸
稲
造
『
帰
雁
の
薩
』
　
「
②
外
遊
者
の
着
眼
一
塵
や
芥
な
ら
ぬ
内
に
も

　
ご
ざ
る
」
、
「
⑯
宗
教
の
勢
力
－
深
さ
は
横
に
測
る
」
、
「
⑳
食
養
－
藍
の
一
穗

　
万
鰍
…
の
翼
望
」
　
一
九
〇
七
年
。
　
『
新
渡
戸
稲
造
全
集
』
第
六
巻
　
教
文
館
　
　
一
九

　
六
九
年
。

⑳
こ
の
こ
と
は
、
片
山
と
安
部
の
つ
ぎ
の
言
葉
に
、
象
徴
さ
れ
て
い
る
。

　
「
…
…
我
国
は
、
政
治
的
・
宗
教
的
諸
問
題
に
お
い
て
、
輩
命
的
な
最
も
重
要
で

　
か
つ
最
も
多
忙
の
時
代
に
あ
り
、
あ
ら
ゆ
る
愛
国
者
を
必
要
と
し
て
い
る
。
我
々

　
は
、
我
が
祖
國
の
将
来
に
役
立
ち
、
奉
仕
す
る
為
我
々
の
精
神
を
訓
育
し
、
三
教

　
養
を
高
め
る
為
に
、
よ
り
高
い
言
開
の
真
の
知
識
を
得
る
屠
的
で
こ
の
国
へ
来
て

　
い
る
の
で
あ
る
。
」
（
片
山
潜
「
何
故
我
々
は
ア
メ
リ
カ
に
来
る
か
」
ア
イ
オ
ワ
大

　
学
『
ニ
ュ
ー
ス
レ
タ
ー
』
第
一
七
巻
三
号
　
一
八
八
九
年
」
○
月
一
二
日
。
柴
脂

　
徳
衛
『
若
き
口
の
片
山
潜
一
虹
製
莞
見
資
料
等
の
紹
　
介
i
」
『
経
済
一
と
経
済
学
』

　
第
二
五
号
　
一
九
六
九
年
一
月
～
○
日
所
収
　
一
五
頁
。
訳
は
柴
田
に
よ
る
。
）

　
「
凡
て
の
活
動
は
富
に
韮
く
の
で
あ
る
か
ら
米
國
の
如
き
無
限
の
富
を
備
へ
て
居

る
國
が
萬
事
に
於
て
牛
耳
を
執
る
に
至
る
は
決
し
て
警
む
べ
き
と
で
は
な
い
。
米

國
の
生
活
は
實
に
活
動
的
で
何
事
を
見
て
も
生
氣
が
充
毒
し
て
居
る
様
だ
。
　
一
た

び
米
國
人
に
接
す
れ
ば
誰
に
て
も
重
藤
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
樂
天
的
に
な
ら

ざ
る
を
得
な
い
。
在
米
の
我
岡
胞
は
宜
し
く
此
文
明
の
泉
源
に
接
台
せ
ね
ば
な
ら

ぬ
。
我
等
は
西
洋
の
長
所
を
取
っ
て
こ
れ
を
東
洋
の
地
に
移
植
す
る
の
使
命
を
帯

び
て
居
る
も
の
で
あ
る
か
ら
出
來
得
る
だ
け
彼
の
文
明
の
粋
を
學
ぶ
と
い
ふ
畳
悟

が
な
く
て
は
な
ら
ぬ
。
」
（
安
部
磯
雄
『
北
米
之
新
日
本
』
＝
二
頁
　
博
文
館

一
九
〇
五
年
。
）4

　
「
富
国
策
」

　
こ
の
よ
う
に
し
て
、
高
野
は
「
ガ
ン
ト
ン
の
思
想
」
を
、
A
F
L
あ
る
い

は
労
働
騎
士
団
か
ら
学
ん
だ
組
織
論
を
も
ち
帰
っ
て
き
た
。

　
「
吾
人
は
国
富
の
隆
盛
を
図
ら
ん
が
為
め
に
労
働
問
題
の
処
置
を
要
す
る

　
と
均
し
く
、
労
働
問
題
を
処
置
せ
ん
が
為
め
に
国
蜜
の
隆
盛
を
要
す
。
別

　
言
す
れ
ぼ
、
労
働
問
題
を
処
置
す
る
の
所
以
は
国
窟
の
隆
盛
を
図
る
所
以

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

　
に
し
て
、
国
富
の
隆
盛
を
図
る
は
労
働
問
題
を
処
置
す
る
所
以
な
り
。
」

　
「
一
言
以
て
之
（
労
働
者
の
状
態
改
善
［
の
方
法
一
引
用
者
）
を
覆
へ
ば

　
彼
等
を
教
育
す
る
に
あ
る
が
故
に
労
働
問
題
の
事
実
的
解
決
は
、
其
帰
着

　
す
る
所
如
何
に
し
て
労
働
者
を
教
育
す
べ
き
と
の
問
題
に
あ
り
、
且
つ
夫

　
れ
労
働
者
の
智
見
開
発
は
単
に
彼
等
の
状
態
改
善
策
と
し
て
之
を
要
す
る

　
の
み
な
ら
ず
、
我
産
業
社
会
の
前
途
の
盛
衰
亦
之
を
要
す
る
嚢
あ
り
て
存

　
②

　
す
。
」
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こ
れ
を
理
論
と
し
て
み
れ
ば
、
何
度
も
く
り
か
え
し
た
よ
う
に
「
ガ
ソ
ト

ソ
の
も
の
」
で
し
か
な
い
。
だ
が
こ
こ
で
は
、
そ
こ
に
、
い
ま
ま
で
の
べ
て

き
た
よ
う
な
在
米
体
験
の
あ
り
よ
う
の
な
か
で
、
　
「
日
本
社
会
」
の
「
後
進

性
」
を
実
感
さ
せ
ら
れ
て
い
る
高
野
の
姿
を
「
社
会
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
」
を
生
み

だ
し
た
心
情
を
見
出
す
こ
と
が
、
高
野
の
思
想
構
造
を
考
え
る
う
え
で
、
必

要
で
あ
る
。

　
高
野
は
、
一
八
九
七
年
の
労
働
組
合
期
成
会
成
立
前
後
の
論
稿
で
あ
る

「
自
殺
的
日
本
の
工
業
」
の
な
か
で
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
こ
と
を
い
っ
て
い
る
。

労
働
者
を
犠
牲
に
し
て
、
貿
易
立
国
と
し
て
国
を
た
て
て
い
く
よ
り
は
、
労

働
者
を
豊
か
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
富
国
を
は
か
る
べ
き
で
あ
る
。
富
国
の

も
と
に
な
る
、
労
働
老
の
生
活
を
犠
牲
に
す
る
こ
と
こ
そ
、
臼
本
を
自
殺
に

　
　
　
　
　
③

導
く
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
、
高
野
の
「
社
会
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
」
が
よ
く
で

て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
「
社
会
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
」
と
、
労
働
者
の
知
的
向
上
が

肝
要
で
あ
る
と
い
う
「
労
働
運
動
論
」
と
を
つ
き
あ
わ
せ
れ
ば
、
高
野
の
心

情
は
つ
か
め
た
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

　
高
野
の
心
情
は
、
い
い
か
え
れ
ば
「
タ
ネ
本
」
に
託
し
た
思
い
は
、
労
働

へ
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
コ
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヨ
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

者
（
民
衆
）
を
「
安
寧
幸
福
」
に
し
て
こ
そ
、
　
「
文
明
化
・
富
国
」
が
あ
る

ら
　
　
へ

の
だ
、
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
。
こ
の
こ
と
が
、
思
想
的
に
み
れ
ば
、
高
野
が

自
ら
の
在
米
体
験
を
労
働
運
動
に
収
敏
さ
せ
た
意
味
で
あ
る
。

　
わ
た
し
が
知
る
範
囲
で
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
大
島
清
と
池
田
信
の
評
価
が
、

現
在
ま
で
の
高
野
研
究
の
決
定
版
で
あ
る
。

　
「
高
野
は
、
当
時
の
多
く
の
社
会
学
良
家
や
進
歩
的
思
想
家
が
そ
う
で
あ

　
つ
た
よ
う
な
キ
リ
ス
ト
教
社
会
主
義
者
で
は
な
い
。
ま
た
自
ら
言
っ
て
い

　
る
よ
う
に
、
た
ん
に
労
働
者
へ
の
同
情
か
ら
運
動
を
始
め
た
ヒ
ュ
ー
マ
ニ

　
ス
ト
で
も
な
い
。
貧
苦
の
な
か
に
半
生
を
す
ご
し
た
生
活
体
験
か
ら
、
根

　
底
に
お
い
て
労
働
者
と
同
じ
感
情
は
あ
っ
た
に
し
ろ
、
彼
は
一
歩
を
す
す

　
め
て
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
立
場
一
す
な
わ
ち
、
労
働
運
動
は
日
本
人
と

　
国
家
の
発
展
の
た
め
に
有
効
で
あ
り
必
要
で
あ
る
と
い
う
進
歩
的
ナ
シ
ョ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

　
ナ
リ
ズ
ム
の
立
場
か
ら
、
運
動
を
お
こ
し
て
い
る
。
」

　
「
国
家
の
主
導
下
に
富
国
強
兵
策
を
推
進
し
て
急
激
に
そ
の
工
業
化
を
す

　
す
め
て
い
た
日
本
の
国
家
的
見
地
に
た
っ
て
、
彼
は
開
明
的
有
識
老
と
し

　
て
の
立
場
か
ら
労
資
の
調
和
を
は
か
り
な
が
ら
資
本
主
義
的
工
業
化
を
推

　
進
ず
る
途
を
も
と
め
た
。
そ
し
て
、
労
働
組
合
に
よ
る
教
育
活
動
が
そ
の

　
経
済
活
動
お
よ
び
労
働
者
保
護
立
法
と
あ
い
ま
っ
て
賃
金
を
上
昇
さ
せ
、

　
さ
ら
に
富
国
を
す
す
め
る
と
判
断
し
て
、
こ
の
見
地
か
ら
労
働
組
合
論
を

　
　
　
　
　
⑥

　
く
み
た
て
た
。
」

　
こ
こ
で
い
わ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
ほ
と
ん
ど
間
じ
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う

な
評
価
で
は
結
局
、
多
く
の
明
治
人
が
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
高
野
に
と
つ

　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

て
も
国
家
が
骨
が
ら
み
で
あ
っ
た
、
と
い
う
こ
と
に
し
か
な
ら
な
い
と
思
う
。

つ
ま
り
、
時
代
に
属
し
て
い
た
、
と
。
問
題
は
、
　
「
一
歩
進
ん
だ
」
こ
と
で

125　（451）



も
、
　
「
開
明
的
有
識
老
と
し
て
の
立
場
」
に
あ
る
の
で
も
な
い
、
と
思
う
。

高
野
の
思
想
の
構
造
で
は
、
　
「
労
働
者
の
安
寧
幸
福
」
と
「
窟
圏
」
と
は
裏

表
で
あ
り
、
そ
れ
を
ふ
わ
け
し
て
い
ず
れ
か
一
方
だ
け
を
と
り
だ
し
て
強
調

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

す
る
の
で
は
な
く
、
い
わ
ば
コ
ミ
の
も
の
と
し
て
構
造
的
に
と
ら
え
る
べ
き

の
も
の
で
あ
る
か
ら
。
問
題
は
、
　
「
労
働
者
の
安
寧
幸
福
」
の
た
め
に
、
あ

る
い
は
社
会
状
況
に
対
す
る
憤
り
か
ら
労
働
運
動
に
関
心
を
も
ち
な
が
ら
、

そ
の
関
心
を
社
会
思
想
と
し
て
く
み
た
て
た
と
き
、
　
「
富
国
策
」
が
く
り
こ

ま
れ
る
こ
と
に
あ
る
の
だ
、
と
思
う
。

　
わ
た
し
の
考
え
で
は
、
明
治
三
〇
年
代
当
時
に
お
い
て
、
何
ら
か
の
意
味

で
積
極
的
に
社
会
問
題
を
論
じ
、
社
会
思
想
を
く
み
た
て
た
と
き
、
そ
こ
に

「
富
国
策
」
を
く
り
こ
む
こ
と
な
し
に
は
、
そ
の
思
想
が
な
り
た
た
な
か
っ

た
の
だ
と
思
う
。
明
治
期
の
社
会
主
義
思
想
も
、
表
面
の
字
句
に
惑
わ
さ
な

け
れ
ば
、
社
会
抵
判
と
「
憲
国
」
と
は
抱
会
せ
で
あ
り
、
　
「
寓
国
」
思
想
と

し
て
も
読
め
る
の
で
あ
る
。
高
野
の
社
会
思
想
を
「
社
会
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
」
と

し
て
み
る
の
と
同
様
に
、
当
蒋
の
「
進
歩
的
」
な
社
会
思
想
を
「
社
会
ヴ
ィ

ジ
導
ン
」
と
し
て
み
れ
ば
、
そ
こ
に
高
野
と
共
通
の
も
の
を
見
出
す
こ
と
は

容
易
な
は
ず
で
あ
る
。
い
い
か
え
れ
ば
、
高
野
の
「
社
会
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
」
は
、

思
想
の
深
さ
と
ひ
ろ
が
り
は
別
と
し
て
、
明
治
資
本
主
義
確
立
期
に
お
け
る

経
済
社
会
と
民
衆
の
対
立
・
矛
麗
を
意
識
化
し
た
、
　
「
国
権
」
と
「
民
権
」

の
融
合
を
諜
題
と
す
る
「
進
歩
的
」
な
思
想
の
な
か
に
、
は
い
る
も
の
だ
と

思
う
。
あ
る
い
は
、
考
え
よ
う
に
よ
っ
て
は
、
高
野
の
「
社
会
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
」

は
、
す
で
に
明
治
二
〇
年
代
に
徳
富
蘇
峰
に
よ
っ
て
「
生
産
的
の
社
会
」
・

「
平
民
的
社
会
」
と
し
て
語
ら
れ
て
い
た
も
の
に
、
蘇
峰
と
比
べ
て
粗
雑
で

あ
る
に
し
て
も
、
近
い
か
も
し
れ
な
い
。
そ
し
て
、
蘇
峰
が
こ
の
時
期
そ
れ

を
捨
て
去
ろ
う
と
し
、
　
「
進
歩
的
」
知
識
人
か
ら
見
離
さ
れ
て
い
た
こ
と
を

思
え
ば
、
高
野
の
「
社
会
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
」
は
、
労
働
運
動
を
も
り
こ
ん
だ
こ

と
を
別
に
し
て
、
当
時
の
思
想
界
で
は
、
　
「
遅
れ
た
」
も
の
で
あ
っ
た
か
も

し
れ
な
い
。

　
①
　
前
掲
高
野
「
山
国
の
策
を
論
じ
て
日
本
に
於
け
る
労
働
問
題
に
及
ぶ
」
　
｝
八
九

　
　
三
年
一
一
月
一
八
目
。
和
文
篇
一
一
〇
頁
。

　
②
　
高
野
房
太
郎
「
日
本
に
於
け
る
労
働
問
題
」
『
社
会
雑
誌
』
第
一
巻
第
二
号

　
　
一
八
九
七
年
五
月
一
五
日
。
和
文
篇
；
三
朝
。

　
③
高
野
房
太
郎
「
自
殺
的
厩
本
の
工
業
」
『
社
会
難
誌
』
第
一
巻
第
四
号
一
八

　
九
七
年
七
月
一
五
日
。
和
文
篇
一
三
五
頁
～
一
三
八
買
。

　
④
　
大
島
清
「
労
働
組
合
の
創
始
者
・
高
野
三
太
郎
」
　
『
世
界
』
一
九
六
八
年
一
二

　
月
号
　
一
二
八
頁
。
こ
の
論
稿
は
、
前
掲
大
島
『
人
に
志
あ
り
駈
に
、
　
「
労
働
組

　
合
の
創
始
者
」
と
し
て
収
め
ら
れ
て
い
る
。

　
⑤
　
池
田
信
『
日
本
社
会
政
策
思
想
史
論
』
　
四
〇
頁
　
東
洋
経
済
新
報
社
　
一
九

　
　
七
八
年
。

5
　
運
動
か
ら
の
離
脱

　
周
知
の
よ
う
に
、
高
野
が
労
働
運
動
に
従
事
し
た
の
は
、
　
一
八
九
七
～
一

九
〇
〇
年
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
間
、
期
成
会
・
鉄
工
組
合
の
結
成
、
社
会

126 （452）



高野房太郎（立川）

政
策
学
会
へ
の
入
会
、
工
場
法
運
動
、
　
「
共
働
店
」
の
経
営
、
普
選
運
動
へ

の
参
加
、
と
数
々
の
活
動
を
お
こ
な
っ
て
い
る
。
そ
の
過
程
で
、
高
野
と
片

山
の
運
動
方
針
が
わ
か
れ
て
き
て
、
片
山
が
主
導
権
を
握
っ
た
こ
と
は
、
多

く
の
研
究
者
が
強
調
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
だ
が
わ
た
し
は
、
初
期
労
働
運

動
・
社
会
主
義
の
思
想
の
講
造
を
つ
か
む
う
え
で
は
、
高
野
と
片
山
の
軌
跡

は
、
そ
の
相
異
性
を
強
調
す
る
よ
り
も
、
同
質
性
に
注
目
し
た
ほ
う
が
よ
い

と
考
え
て
い
る
。
そ
の
こ
と
を
は
っ
き
り
さ
せ
る
た
め
に
、
高
野
の
運
動
か

ら
の
離
脱
の
あ
り
方
を
み
て
み
た
い
と
思
う
。

　
高
野
が
運
動
か
ら
離
脱
し
た
の
は
、
一
九
〇
〇
年
の
九
月
頃
で
あ
る
が
、

そ
の
頃
に
は
一
八
九
七
年
か
ら
つ
づ
い
て
い
た
期
成
会
・
鉄
工
組
合
、
活
版

工
た
ち
の
運
動
は
、
事
実
上
組
合
の
実
体
を
失
っ
て
い
た
。
高
野
の
運
動
か

ら
の
離
脱
の
要
因
に
つ
い
て
は
、
こ
の
こ
と
と
治
安
警
察
法
の
施
行
、
ま
た

そ
れ
と
関
連
す
る
こ
と
だ
が
、
運
動
が
反
体
制
色
を
濃
く
し
て
い
く
の
に
対

し
て
思
想
的
に
対
応
で
き
な
く
な
っ
た
こ
と
、
を
あ
げ
る
の
が
普
通
で
あ
る
。

い
ず
れ
に
も
て
も
、
運
動
の
挫
折
か
ら
高
野
の
社
会
思
想
で
は
、
状
況
に
対

応
し
き
れ
な
く
な
っ
た
こ
と
を
要
因
に
あ
げ
て
い
る
と
み
な
し
て
よ
い
だ
ろ

う
。
ハ
イ
マ
ソ
・
カ
ブ
リ
ン
と
池
田
信
の
つ
ぎ
の
よ
う
な
見
解
は
、
そ
の
代

表
的
な
も
の
で
あ
る
。

　
「
労
働
運
動
に
対
し
て
国
家
が
打
撃
を
加
え
た
こ
と
（
治
安
警
察
法
－

　
引
用
者
）
は
、
高
野
に
と
っ
て
粉
砕
的
な
効
果
を
も
っ
た
。
彼
は
早
目
で

　
は
あ
っ
た
が
、
彼
に
と
っ
て
殉
教
者
に
な
る
こ
と
は
無
意
味
で
あ
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

　
将
来
の
闘
い
も
無
益
と
考
え
る
と
、
彼
は
労
働
界
か
ら
完
全
に
退
い
た
。
」

　
「
…
…
労
働
老
が
教
育
・
共
済
活
動
に
満
足
せ
ず
、
闘
争
組
織
を
結
成
し

　
ス
ト
ラ
イ
キ
を
武
器
に
し
て
使
用
老
に
待
遇
改
善
を
迫
ろ
う
と
す
る
に
至

　
る
と
き
、
彼
は
そ
の
対
応
策
を
も
た
な
か
っ
た
。
　
（
中
略
）
彼
は
ま
た
、

　
労
働
老
が
選
挙
権
を
も
た
な
い
と
き
に
政
治
運
動
を
や
っ
て
政
府
や
支
配

　
階
級
の
反
目
を
か
う
こ
と
は
愚
行
だ
と
考
え
て
い
た
の
で
、
片
山
の
よ
う

　
に
政
治
運
動
に
活
路
を
見
醒
そ
う
と
す
る
こ
と
も
で
き
な
か
っ
た
。
　
（
中

　
略
）
鉄
工
組
合
の
主
要
な
活
動
の
一
つ
と
し
て
重
視
し
て
い
た
共
済
活
動

　
が
は
や
く
も
九
九
年
な
か
ご
ろ
か
ら
行
き
づ
ま
っ
た
。
　
（
中
略
）
さ
ら
に

　
高
野
を
困
惑
さ
せ
た
の
は
、
治
安
警
察
法
の
公
布
（
一
九
〇
〇
年
三
月
）

　
で
あ
る
。
　
（
中
略
）
期
成
会
、
鉄
工
組
合
は
と
も
に
行
き
づ
ま
り
、
一
九

　
〇
〇
年
末
に
は
ほ
と
ん
ど
影
響
力
を
も
た
な
い
ま
で
に
衰
退
し
た
。
こ
れ

　
ら
の
困
難
は
、
も
は
や
開
明
的
有
識
者
の
立
場
か
ら
構
成
さ
れ
た
彼
の
労

　
働
運
動
論
を
も
っ
て
し
て
は
克
服
で
き
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。
同
年
秋
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

　
は
運
動
を
は
な
れ
、
日
本
を
去
っ
た
。
」

　
だ
が
こ
こ
で
、
わ
た
し
は
、
高
野
が
離
脱
に
つ
い
て
語
っ
た
も
の
を
残
し

て
い
な
い
こ
と
を
、
思
い
起
し
て
み
た
い
と
思
う
。
そ
れ
だ
け
か
え
っ
て
、

離
脱
に
関
し
て
さ
ま
ざ
ま
な
こ
と
を
考
え
る
余
地
が
残
さ
れ
て
い
る
か
ら
。

　
一
九
〇
〇
年
の
高
野
の
足
跡
と
し
て
わ
た
し
た
ち
が
も
っ
て
い
る
の
は
、
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三
月
一
〇
日
（
治
筆
法
施
行
日
）
に
、
普
通
選
挙
期
成
白
銀
会
の
幹
事
に
な

　
　
　
　
　
　
③

つ
た
こ
と
で
あ
る
。
高
野
が
同
盟
会
幹
事
に
な
っ
た
の
は
、
片
山
と
同
様
に

「
議
会
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
た
も
の
は
議
会
に
お
い
て
否
決
す
る
こ
と
が
で

　
④

き
る
」
と
思
っ
た
か
ら
か
も
し
れ
な
い
し
、
工
場
法
運
動
、
組
合
運
動
の
過

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

程
を
通
じ
て
政
治
活
動
の
必
要
性
を
感
じ
た
か
ら
か
も
し
れ
な
い
。
あ
る
い

は
、
単
に
い
き
が
か
り
上
だ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
同

盟
会
幹
事
と
な
り
演
説
を
す
る
程
度
に
は
、
労
働
運
動
と
普
選
運
動
が
結
び

つ
く
と
い
う
、
当
時
の
社
会
運
動
の
流
れ
の
な
か
に
、
身
を
お
い
て
い
た
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

と
だ
け
は
確
か
で
あ
る
。
政
治
運
動
に
慎
重
だ
っ
た
高
野
が
、
政
治
運
動
に

の
り
だ
し
た
こ
と
の
な
か
に
、
初
期
労
働
運
動
を
と
り
ま
く
状
況
の
変
化
が

表
わ
れ
て
い
る
と
い
え
な
く
も
な
い
。
そ
こ
に
、
高
野
の
社
会
思
想
の
変
化

の
微
候
を
見
出
す
こ
と
も
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。
こ
の
同
盟
会
幹
事
に
な

っ
た
こ
と
や
そ
の
後
の
普
選
運
動
、
そ
し
て
鵜
澤
幸
三
郎
ら
の
幣
信
会
や
横

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

山
源
之
助
の
動
向
を
参
考
に
す
れ
ば
、
カ
ブ
リ
ン
や
池
田
が
い
う
ほ
ど
に
は
、

高
野
が
一
九
〇
〇
年
に
運
動
か
ら
離
脱
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
思
想
的
な
理

由
は
見
あ
た
ら
な
い
。
そ
こ
に
は
、
別
の
要
因
が
働
い
て
い
た
と
考
え
た
ほ

う
が
よ
い
と
思
う
。
　
（
そ
れ
は
、
わ
た
し
の
考
え
で
は
、
生
活
上
か
ら
く
る

も
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
6
章
で
ふ
れ
る
。
）

　
離
脱
の
意
味
を
思
想
的
に
考
え
る
う
え
で
は
、
高
野
が
、
離
脱
に
さ
い
し

て
も
、
そ
の
「
社
会
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
」
を
変
え
な
か
っ
た
こ
と
、
い
い
か
え
れ

ば
、
運
動
の
体
験
が
「
社
会
ヴ
ィ
ジ
轟
ン
」
に
は
影
響
を
あ
た
え
な
か
っ
た

こ
と
を
と
り
あ
げ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
最
後
の
ま
と
ま

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

っ
た
論
稿
で
あ
る
「
職
工
組
合
に
就
て
」
　
（
一
九
〇
〇
年
五
月
）
の
、
自
分

へ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
コ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
あ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

の
理
論
の
正
し
さ
を
書
き
残
し
て
お
く
の
だ
、
と
い
う
文
体
の
な
か
に
よ
く

で
て
い
る
と
思
う
。

　
「
職
工
組
合
が
敏
育
機
蘭
と
し
て
勢
鋤
者
の
智
見
を
開
獲
せ
る
の
結
果
と

　
し
て
叢
る
べ
き
者
は
、
繋
累
上
に
惟
て
は
賃
銀
の
騰
貴
な
り
、
去
れ
一
國

　
に
於
け
る
の
文
化
の
度
、
落
々
高
く
し
て
、
其
國
民
の
生
活
程
度
盆
先
高

　
く
、
生
活
の
程
度
憎
々
高
く
し
て
賃
銀
盆
々
高
き
を
致
す
者
な
り
、
　
（
中

　
略
）
高
度
の
賃
銀
を
得
る
の
螢
働
者
は
、
能
く
買
ふ
所
の
勢
働
者
な
り
、

　
能
く
買
ふ
者
の
多
き
は
能
く
搾
れ
る
勝
以
な
り
、
写
し
て
能
く
費
る
」
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

　
即
ち
商
璽
の
繁
昌
に
あ
ら
ず
や
、
工
業
の
盛
榮
に
あ
ら
ず
や
」

　
高
野
は
、
帰
国
後
、
と
り
わ
け
労
働
運
動
に
た
ず
さ
わ
っ
て
か
ら
、
労
働

者
（
民
衆
）
の
生
活
の
苦
境
を
通
し
て
、
社
会
状
況
に
対
す
る
苛
立
ち
、
憤

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

り
を
随
所
で
語
っ
て
い
る
。
こ
の
「
職
工
組
会
に
就
て
」
も
、
労
働
運
動
を

と
り
ま
く
状
況
に
対
す
る
苛
立
ち
、
憤
り
の
な
か
で
書
か
れ
た
こ
と
は
、
そ

の
文
体
か
ら
、
そ
し
て
こ
れ
が
鉄
工
組
合
の
崩
壊
時
の
も
の
で
あ
る
こ
と
か

ら
明
ら
か
だ
と
思
う
。
こ
こ
か
ら
い
え
る
こ
と
は
、
書
か
れ
た
も
の
を
み
る

限
り
、
高
野
が
（
「
将
来
の
闘
い
を
無
益
」
だ
と
か
、
自
分
の
理
論
で
は
「
困

難
」
を
「
克
服
で
き
な
い
」
な
ど
と
は
、
思
っ
て
も
い
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
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高野房太郎（立川）

る
。
（
孤
立
感
は
あ
っ
た
ろ
う
が
。
）
つ
ま
り
、
高
野
は
、
運
動
か
ら
の
離
脱

に
際
し
て
、
「
社
会
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
」
を
放
棄
も
、
修
正
も
し
て
い
な
い
の
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
マ
　
　
へ

る
。
そ
れ
も
、
状
況
と
の
き
し
み
が
な
か
っ
た
か
ら
で
は
な
く
、
き
し
み
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

あ
っ
て
も
放
棄
も
、
修
正
も
し
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
状
況
と
の
き
し
み
を

「
反
体
制
」
の
一
つ
の
必
要
条
件
と
す
る
な
ら
、
高
野
も
妾
時
の
「
社
会
主

義
老
」
程
度
に
そ
の
条
件
を
備
え
て
い
た
と
は
患
う
。
だ
が
、
わ
た
し
が
こ

の
こ
と
を
い
う
の
は
、
高
野
が
「
反
体
制
」
の
意
識
を
も
ち
な
が
ら
、
社
会

主
義
運
動
に
い
か
な
か
っ
た
の
は
、
「
温
和
な
労
働
組
合
主
義
者
」
だ
っ
た

か
ら
だ
、
そ
こ
に
限
界
を
み
る
、
と
い
っ
た
俗
論
を
も
ち
だ
し
た
い
た
め
で

は
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
　
「
反
体
制
」
の
運
動
家
と
し
て
、
も
ち
あ
げ
た
い
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

ら
で
も
な
い
。
一
つ
に
は
、
状
況
と
の
き
し
み
を
思
想
化
す
る
と
き
、
つ
ぎ

の
よ
う
に
「
世
界
の
大
勢
論
」
的
発
想
で
「
タ
ネ
本
」
を
え
ら
ん
で
い
た
こ

と
を
い
い
た
い
か
ら
で
あ
る
。

　
「
群
れ
人
類
魅
會
稜
達
の
歴
史
は
競
雫
、
團
結
及
び
進
歩
の
歴
史
な
り
。

　
蓋
し
競
雫
は
三
胎
の
母
に
し
て
進
歩
の
父
、
競
刃
先
づ
團
結
の
必
要
を
起

　
し
、
競
樋
管
々
甚
だ
し
く
し
て
團
結
盆
々
輩
固
に
、
肚
會
の
蓮
田
盆
々
其

　
歩
武
を
進
む
煙
れ
進
化
の
歴
史
な
り
。
職
工
組
合
の
起
源
及
其
護
蓬
に
於

　
け
る
歴
史
も
亦
此
の
如
し
、
其
起
る
や
競
争
の
爲
め
の
み
、
其
褒
達
す
る

　
や
進
化
に
件
ふ
の
み
、
左
れ
ば
職
工
組
合
の
歴
史
は
人
類
進
化
の
一
小
歴

、
史
に
し
て
、
其
存
在
側
壁
獲
達
、
更
に
人
類
就
愈
の
進
化
史
と
異
な
る
慮

　
　
　
　
⑩

　
な
き
な
り
。
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
こ
の
よ
う
な
発
想
を
も
つ
限
り
、
状
況
と
の
き
し
み
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、

思
想
的
に
社
会
購
造
と
格
闘
で
き
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

　
こ
こ
で
、
わ
た
し
が
さ
き
に
、
初
期
社
会
主
義
の
思
想
は
、
　
「
富
国
」
思

想
、
　
「
富
国
」
の
「
社
会
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
」
と
し
て
も
読
め
る
、
と
い
っ
た
こ

と
を
思
い
出
し
て
ほ
し
い
。
た
と
え
ば
、
明
治
三
〇
年
代
の
片
山
潜
の
思
想

は
、
　
「
社
会
学
」
　
「
労
働
運
動
」
　
「
社
会
主
義
」
と
い
う
思
想
の
衣
装
を
、

運
動
の
推
移
に
し
た
が
っ
て
、
同
じ
「
富
国
」
の
「
社
会
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
」
の

う
え
に
ま
と
っ
た
も
の
に
す
ぎ
な
い
。
こ
れ
が
、
片
山
の
思
想
の
「
進
歩
」

の
一
つ
の
実
体
で
あ
る
。

　
「
肚
會
學
の
質
目
的
は
肚
會
の
疾
病
を
療
治
す
る
に
あ
ら
ず
し
て
赴
會
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

　
健
康
を
し
て
盆
々
獲
達
せ
し
む
る
に
あ
り
」

　
「
（
労
働
問
題
は
1
引
用
者
）
此
危
急
存
亡
の
秋
に
在
り
調
和
の
油
を
工

　
紅
海
に
施
し
以
て
勢
働
者
の
進
歩
を
計
り
工
業
の
盛
大
を
期
す
る
は
實
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

　
改
良
家
に
取
り
て
歓
く
可
か
ら
ざ
る
の
務
な
り
と
す
。
」

　
「
以
上
論
ず
る
如
く
瀧
會
主
義
の
生
産
は
資
本
家
の
生
産
に
優
る
鮎
多
く

　
且
つ
現
資
本
家
的
生
産
は
不
知
不
識
の
間
に
肚
會
主
義
の
生
産
に
進
行
し

　
去
れ
る
を
見
る
。
異
れ
實
に
経
濟
進
化
の
順
序
に
し
て
古
意
の
こ
と
な

　
⑬

　
り
。
」

　
こ
の
片
山
の
側
か
ら
う
か
が
え
る
よ
う
に
、
初
期
社
会
主
義
の
「
社
会
ヴ
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イ
ジ
ョ
ソ
」
は
、
結
局
、
　
「
民
権
」
の
伸
張
と
強
固
の
産
業
社
会
を
い
か
に

　
　
ヘ
　
　
へ

早
く
コ
ミ
で
実
現
さ
せ
る
か
に
あ
っ
た
、
と
わ
た
し
は
い
え
る
と
思
う
。
ま

た
、
そ
の
「
社
会
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
」
を
支
え
て
い
た
発
想
が
、
　
「
世
界
の
大
勢

論
」
的
な
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
明
ら
か
だ
と
思
う
。

　
「
就
會
主
義
は
決
し
て
一
説
の
土
地
及
び
資
本
を
分
配
せ
ん
と
す
る
も
の

　
に
あ
ら
ず
、
唯
生
財
機
器
た
る
土
地
及
び
資
本
を
公
有
と
し
て
、
其
に
よ

　
り
生
ず
る
所
の
財
冨
を
公
平
に
分
配
せ
ん
と
欲
す
る
の
み
。
而
し
て
一
人

　
の
所
得
は
果
し
て
幾
何
な
る
べ
き
か
こ
れ
を
精
算
す
る
こ
と
能
は
ず
と
錐

　
も
、
現
肚
會
に
於
け
る
生
産
が
自
由
競
雷
の
爲
に
如
何
に
多
く
其
額
を
減

　
じ
ら
れ
つ
Σ
あ
る
か
を
想
へ
ぱ
、
就
・
曾
主
義
の
予
行
せ
ら
る
㌧
日
に
於
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

　
其
生
産
の
大
に
増
加
す
べ
き
は
決
し
て
疑
ふ
べ
か
ら
ざ
る
な
り
。
」

　
「
何
者
も
日
本
に
輸
入
さ
れ
つ
Σ
あ
り
。
点
り
下
働
運
動
に
点
て
の
み
然

　
ら
ざ
る
乎
。
否
既
に
日
本
に
も
跨
働
運
動
始
ま
り
た
り
。
既
に
此
の
始
ま

　
り
た
る
勢
働
運
動
は
鰍
米
流
と
な
ら
ず
し
て
止
む
べ
き
乎
。
或
は
之
れ
疑

　
問
な
り
と
云
ふ
者
あ
ら
ん
か
な
れ
ど
も
、
膏
等
は
腰
当
す
、
追
認
の
如
く

　
　
　
　
　
⑯

　
な
る
べ
し
と
。
」

　
「
若
蔵
は
實
に
時
勢
の
必
要
に
鷹
じ
此
の
如
き
の
抱
負
を
以
て
生
れ
た
る

　
な
り
。
見
る
べ
し
、
紅
會
主
義
は
欄
人
的
競
争
主
義
、
唯
我
的
軍
豫
主
義

　
に
反
対
す
る
も
の
に
し
て
、
民
主
主
義
は
人
爲
的
貴
族
主
義
の
封
照
な
る

　
こ
と
を
。
之
を
概
言
す
れ
ば
肚
會
民
主
黙
は
貴
賎
石
窟
の
懸
隔
を
打
破
し
、

　
人
民
全
燈
の
福
祉
を
増
進
す
る
こ
と
を
層
的
と
な
す
も
の
な
り
。
億
こ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

　
世
界
の
大
勢
の
趣
く
所
に
し
て
人
類
終
局
の
目
的
に
あ
ら
ず
や
。
」

　
こ
こ
ま
で
く
れ
ば
、
高
野
と
初
期
社
会
主
義
の
思
想
構
造
を
、
お
お
ざ
っ

ぱ
に
と
は
い
え
、
比
較
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
思
う
。
そ
こ
に
、
わ
た
し
た

ち
が
、
　
「
民
権
」
の
伸
張
、
　
「
富
国
」
、
「
世
界
の
大
勢
論
」
的
発
想
、
と
い

っ
た
ほ
ぼ
同
質
の
も
の
を
見
出
す
こ
と
は
容
易
な
は
ず
で
あ
る
。
い
や
単
に

見
出
す
だ
け
で
な
く
、
そ
の
同
質
性
に
こ
そ
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
は

ず
で
あ
る
。
た
と
え
、
そ
の
う
え
に
ま
と
っ
た
思
想
の
衣
装
が
、
一
方
が
、

「
急
進
的
」
で
「
反
体
制
」
の
も
の
で
あ
っ
て
、
も
う
一
方
が
「
穏
健
」
で

「
労
資
協
調
」
の
も
の
で
あ
っ
た
に
し
て
も
、
で
あ
る
。
う
わ
べ
の
衣
装
で

億
な
く
、
実
体
を
と
ら
え
る
べ
き
だ
か
ら
。
そ
し
て
、
衣
装
に
ま
ど
わ
さ
れ

た
ら
、
わ
た
し
た
ち
は
、
そ
の
よ
っ
て
い
る
「
タ
ネ
本
」
の
ち
が
い
を
、
そ

こ
に
見
出
す
だ
け
か
も
し
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
　
（
こ
こ
で
、
初
期
社
会
主

義
が
右
の
よ
う
な
構
造
を
も
つ
の
は
、
明
治
資
本
主
義
が
確
立
期
で
あ
っ
た

こ
と
、
欧
米
へ
の
「
後
進
意
識
」
が
あ
っ
た
こ
と
な
ど
に
つ
い
て
ふ
れ
る
必

要
が
あ
る
だ
ろ
う
が
、
そ
れ
は
別
の
機
会
に
ゆ
ず
り
た
い
と
思
う
。
）
　
わ
た

し
が
、
こ
の
章
の
冨
頭
で
、
高
野
と
片
山
の
軌
跡
の
同
質
性
に
注
目
し
た
ほ

う
が
よ
い
と
い
っ
た
の
は
、
こ
こ
か
ら
き
て
い
る
。
高
野
が
運
動
か
ら
離
脱

し
た
の
に
対
し
、
片
山
が
屠
標
を
ま
ず
「
ブ
ル
ジ
ョ
ア
・
デ
モ
ク
ラ
シ
…
」

の
獲
得
に
お
い
た
熱
心
な
日
常
活
動
を
お
こ
な
っ
た
よ
う
に
、
た
し
か
に
二
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人
は
別
の
道
を
歩
ん
で
は
い
る
が
、
二
人
の
思
想
構
造
は
、
ほ
ぼ
同
質
な
の

で
あ
る
。
二
人
物
軌
跡
の
相
異
は
、
思
想
的
に
は
、
ち
ょ
っ
と
し
た
選
択
の

ち
が
い
で
し
か
な
い
、
と
わ
た
し
は
考
え
て
い
る
。

　
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
、
も
う
少
し
た
ち
い
っ
て
み
た
い
と
思
う
。
「
世
界

の
大
勢
論
」
的
発
想
、
　
「
タ
ネ
本
」
思
想
に
よ
っ
て
と
ら
え
ら
れ
た
日
本
の

「
近
代
化
」
は
、
お
ど
ろ
く
ほ
ど
「
面
的
な
も
の
で
あ
っ
た
と
い
っ
て
よ
い

だ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
欧
米
と
日
本
の
社
会
構
造
の
ち
が
い
を
、
時
間
的
な

「
先
進
性
」
と
「
後
進
性
」
の
問
題
と
し
、
　
「
封
建
性
」
も
「
近
代
性
」
も

と
も
に
強
固
に
か
ら
み
あ
っ
て
独
自
の
構
造
を
も
つ
「
日
本
の
近
代
化
」
を
、

欧
米
化
と
イ
コ
ー
ル
と
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
「
近
代
化
」
の

と
ら
え
か
た
で
は
、
社
会
新
造
の
実
体
に
手
が
と
ど
か
な
い
の
は
、
い
う
ま

で
も
な
い
こ
と
だ
ろ
う
。
そ
こ
か
ら
、
周
知
の
高
野
の
組
織
論
に
典
型
的
な

「
無
知
蒙
昧
」
と
い
う
無
残
な
零
下
像
が
、
生
み
だ
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
　
「
近
代
化
」
以
前
の
遅
れ
た
存
在
と
し
て
の
民
象
像
が
。
そ
こ
で

は
、
思
想
が
単
に
思
想
と
し
て
完
結
し
て
い
て
、
　
「
タ
ネ
本
」
を
か
え
る
こ

と
は
あ
っ
て
も
、
結
局
、
現
実
の
動
向
が
思
想
に
く
み
こ
ま
れ
る
こ
と
は
な

い
の
で
あ
る
。
　
「
世
界
の
大
勢
論
」
的
発
想
、
　
「
タ
ネ
本
」
思
想
が
、
い
か

に
真
攣
な
問
題
意
識
、
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
テ
ィ
か
ら
く
る
も
の
で
あ
っ
て
も
、
そ

れ
で
も
っ
て
し
て
は
、
無
残
な
民
衆
像
し
か
も
ち
え
な
く
、
社
会
構
造
を
見

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

誤
る
こ
と
に
な
っ
た
こ
と
、
を
わ
た
し
は
強
調
す
る
必
要
が
あ
る
と
思
う
。

　
こ
の
よ
う
に
考
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
高
野
の
運
動
か
ら
の
離
脱
を
、
思

想
的
に
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
と
思
う
。
そ
こ
で
は
、
離
脱
そ
の
も

の
よ
り
、
運
動
の
体
験
が
、
状
況
と
の
き
し
み
が
、
思
想
、
　
「
社
会
ヴ
ィ
ジ

ョ
ン
」
に
ほ
と
ん
ど
痕
跡
を
残
さ
な
か
っ
た
こ
と
の
ほ
う
が
、
問
題
と
な
る

の
で
あ
る
。
高
野
と
て
、
「
社
会
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
」
の
現
実
感
が
薄
ら
ぎ
、
状

況
へ
の
憤
り
が
増
し
つ
つ
あ
っ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
だ
が
、
そ
こ
か
ら
、

社
会
思
想
を
構
造
的
に
問
う
こ
と
な
く
、
　
「
タ
ネ
本
」
思
想
を
も
っ
た
ま
ま

で
、
生
活
を
選
ん
だ
の
が
、
わ
た
し
た
ち
に
高
野
が
残
し
た
軌
跡
で
あ
る
。

　
①
　
前
掲
カ
ブ
リ
ソ
「
高
野
房
太
郎
i
一
労
働
運
動
者
の
生
涯
と
思
想
1
」
五

　
　
二
頁
。

　
②
　
池
田
僧
前
掲
書
　
「
四
二
頁
。

　
⑧
「
普
通
選
挙
期
成
局
盟
会
集
会
」
『
労
働
世
界
』
第
五
八
号
一
九
〇
〇
年

　
四
月
一
二
　
復
刻
版
　
五
四
四
頁
。

　
④
　
隅
谷
三
喜
男
『
片
山
潜
』
一
〇
四
頁
　
東
京
大
学
出
版
会
　
一
九
七
七
年
。

⑤
高
野
は
、
労
働
者
が
選
挙
権
を
輩
わ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
く
る
政
治
上
の
不
利

　
益
に
つ
い
て
、
あ
る
程
度
不
満
を
も
っ
て
い
た
か
ら
、
そ
の
意
味
で
普
選
運
動
に

　
参
加
す
る
だ
け
の
根
拠
が
あ
っ
た
、
と
い
え
な
く
も
な
い
。
（
前
掲
高
野
い
p
げ
。
円

　
嵩
。
〈
。
ヨ
。
暮
貯
智
℃
雪
。
英
文
篇
…
○
頁
。
高
野
房
太
郎
勺
3
℃
霧
Φ
α
岡
拶
g
o
受

　
＞
9
貯
冒
饗
戸
置
ミ
ミ
貯
§
“
穿
§
ミ
畿
§
一
二
H
く
層
賭
0
9
＝
（
冒
呂
ρ
蔓
」
。
。
り
。
。
y

　
菊
Φ
℃
畿
暮
鼠
貯
肉
ミ
登
§
“
§
騎
§
ミ
§
．
巨
峯
軸
ミ
凄
ミ
℃
メ
く
噂
翼
ρ
b
。
（
男
。
σ
暑
霞
団
等

　
回
。
。
Φ
。
。
）
脚
勺
舞
二
巴
ぐ
話
噂
ユ
一
洋
巴
ぎ
O
§
榊
馬
§
、
恥
濤
§
偽
§
簿
♪
×
H
＜
（
鑑
葭
。
一
ど

　
陣
。
。
Φ
。
。
）
．
英
文
篇
六
八
頁
～
六
九
頁
。
）

⑥
高
野
房
太
郎
〉
瓢
9
く
目
欝
山
㊦
φ
巳
。
昌
営
智
娼
ρ
戸
鼠
ミ
ミ
爵
§
憲
§
ミ
ー

　
馬
画
§
ミ
単
H
＜
噛
Z
ρ
お
（
男
。
σ
岩
ρ
§
日
。
。
ゆ
。
。
）
冒
男
①
℃
ユ
馨
¢
島
一
口
需
ミ
㌃
§
へ
軸
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寄
ミ
噛
§
§
．
砺
智
ミ
博
ミ
”
×
〈
”
賭
。
．
ω
（
銀
ρ
門
。
ダ
H
。
。
り
。
。
Y
英
文
篇
七
一
頁
。

⑦
普
選
運
動
に
つ
い
て
は
、
松
尾
尊
党
『
大
正
デ
モ
ク
ラ
ー
の
研
究
』
「
1
普
通

　
選
挙
運
動
の
史
的
考
察
」
青
木
書
店
　
　
一
九
六
六
年
。
鵜
澤
ら
の
厚
信
会
に
つ
い

　
て
は
、
水
沼
辰
夫
『
明
治
・
大
正
期
自
立
的
労
働
運
動
の
足
跡
印
刷
工
組
合
を

　
軸
と
し
て
』
「
第
一
章
」
J
c
A
出
版
一
九
七
九
年
。
横
山
源
之
助
に
つ
い
て
は
、

　
立
花
雄
一
『
評
俄
横
由
源
之
助
一
底
辺
社
会
・
文
学
・
労
鋤
運
動
』
創
樹
社

　
…
九
七
九
年
　
参
照
。

⑧
　
高
野
房
太
郎
「
職
工
組
合
に
就
て
」
　
『
労
働
世
界
』
第
六
…
号
　
　
九
〇
〇
年

　
五
月
一
五
日
　
復
刻
版
　
五
六
九
頁
。

⑨
　
た
と
え
ば
、
前
掲
高
野
「
自
殺
的
日
本
の
工
業
」
。
高
野
房
太
郎
　
賓
℃
窪
Φ
ω
⑦

　
団
震
ヨ
實
ω
■
延
ミ
馬
ミ
§
四
等
§
ミ
ミ
§
翼
”
＜
層
渚
ρ
Φ
（
客
。
く
。
ヨ
げ
㊦
『
輸
一
。
。
O
。
。
y

⑩
前
掲
高
野
「
職
工
組
合
に
就
て
」
第
六
〇
号
一
九
〇
〇
年
五
月
一
日
復
刻

　
版
　
五
六
一
頁
。

⑪
片
山
潜
「
社
会
学
と
社
会
改
良
と
の
関
係
」
㈲
『
社
会
雑
誌
』
第
一
巻
第
二
号

　
　
八
九
七
年
五
月
一
五
日
　
片
山
潜
生
誕
百
年
記
念
会
編
『
片
山
潜
著
作
集
』
第

　
二
巻
　

河
N
山
山
書
房
新
社
　
　
一
九
山
ハ
○
年
、
所
収
　
　
｝
○
百
〔
。

⑫
片
山
潜
「
目
本
に
於
け
る
労
働
問
題
」
『
六
合
雑
誌
』
第
二
〇
〇
丹
】
八
九

　
七
年
八
月
一
五
日
『
資
料
日
本
社
会
運
動
思
想
史
』
3
　
青
木
書
店
　
一
九
六
八

　
年
所
取
　
五
七
頁
。

⑬
　
片
山
潜
『
我
縫
会
主
義
』
一
九
〇
三
年
　
実
業
之
日
本
社
版
　
一
九
四
九
年

　
三
二
二
頁
～
三
二
三
頁
。

⑭
　
　
「
社
会
民
主
党
宣
雷
」
　
一
九
〇
一
年
。
労
働
運
動
史
料
委
員
会
編
『
日
本
労
働

　
運
動
史
料
』
第
二
巻
　
所
収
　
三
四
九
頁
。

⑱
前
掲
片
山
・
西
川
『
日
本
の
労
働
運
動
』
二
五
七
頁
。

⑯
前
掲
「
社
会
蝿
主
党
宣
雷
」
三
五
〇
頁
。

⑰
こ
の
よ
う
に
考
え
る
な
ら
、
片
山
の
熱
心
な
日
常
活
動
は
、
思
想
的
に
み
て
、

　
何
も
し
な
っ
た
こ
と
と
同
位
で
あ
る
。

6
　
お
わ
り
に

　
こ
こ
で
わ
た
し
は
、
高
野
の
運
動
か
ら
の
離
脱
の
意
味
を
、
角
度
を
か
え

て
、
　
「
生
活
史
」
か
ら
さ
ぐ
っ
て
み
た
い
と
思
う
。

　
ど
う
も
わ
た
し
た
ち
は
、
高
野
が
ア
メ
リ
カ
か
ら
も
ち
帰
っ
て
き
た
も
の

は
「
労
働
運
動
」
だ
け
だ
、
と
思
い
こ
み
す
ぎ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
一
時

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

期
日
本
で
の
「
材
木
伐
繊
場
」
の
開
業
を
本
気
で
考
え
て
い
た
こ
と
か
ら
も
、

高
野
が
「
ア
メ
リ
カ
社
会
」
で
は
ぐ
く
ん
だ
も
の
に
は
、
　
「
商
売
気
」
も
あ

っ
た
と
考
え
た
ほ
う
が
よ
い
。
現
治
三
〇
年
代
に
た
く
さ
ん
出
版
さ
れ
た
渡

米
に
関
す
る
ハ
ウ
・
ツ
ー
も
の
を
著
者
の
在
米
体
験
と
し
て
読
む
と
わ
か
る

が
、
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
、
こ
の
よ
う
な
「
商
売
気
」
の
類
の
ほ
う
が
、
在

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

米
体
験
者
に
ひ
ろ
く
み
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
高
野
の
「
商
売

気
」
は
、
渡
米
前
横
浜
の
叔
父
の
圓
漕
店
で
鋤
い
て
い
た
頃
か
ら
あ
っ
た
と

も
い
え
、
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
で
「
日
本
雑
貨
店
」
を
経
営
し
た
こ
と
か
ら

支
そ
れ
が
渡
米
の
動
機
で
あ
・
た
と
い
え
奮
も
な
魎
そ
こ
に
・
齎
罫

の
生
活
人
と
し
て
の
顔
を
見
出
し
て
も
よ
い
だ
ろ
う
。
高
野
は
、
　
「
陽
気
で

　
　
④

開
放
的
」
だ
っ
た
そ
う
で
あ
る
が
、
そ
の
よ
う
な
気
質
と
こ
の
「
商
売
気
」

と
は
、
無
縁
で
は
な
い
と
思
う
。

　
高
野
は
こ
の
「
商
売
気
」
を
帰
国
後
も
た
え
ず
も
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る

が
、
考
え
よ
う
に
よ
っ
て
は
、
高
野
に
と
っ
て
、
　
「
商
売
気
」
も
「
労
働
運
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動
」
も
、
同
じ
比
重
を
も
つ
も
の
だ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
こ

の
二
つ
を
支
え
て
い
た
心
情
を
さ
ぐ
っ
て
み
れ
ば
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
面
か
ら

も
な
が
め
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

　
高
野
は
、
渡
米
ま
も
な
い
一
八
八
七
年
七
月
の
家
族
宛
の
手
紙
の
な
か
で
、

つ
ぎ
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。

　
「
白
米
国
之
事
二
就
而
一
斗
事
熟
考
ノ
上
着
手
量
居
候
小
生
ノ
心
事
二
就

　
而
ハ
決
シ
テ
御
心
配
無
サ
レ
聞
敷
決
シ
テ
粗
暴
過
激
ノ
事
ヲ
ナ
シ
テ
人
二

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

　
竺
く
バ
レ
ル
繕
…
ナ
事
ハ
決
シ
テ
不
仕
置
」

　
ま
た
一
八
九
〇
年
の
手
紙
の
な
か
で
は
、
友
人
た
ち
が
帰
国
後
、
こ
れ
と

い
っ
た
「
事
・
業
」
が
で
き
な
い
の
は
、
ア
メ
リ
カ
と
日
本
の
「
事
業
」
の
な

り
た
ち
か
た
が
ち
が
っ
て
い
る
の
か
と
思
っ
た
り
も
し
て
い
る
が
、
ア
メ
リ

カ
で
の
経
験
を
い
か
し
て
「
事
業
」
が
で
き
る
よ
う
に
、
す
こ
し
で
も
「
学

事
ヲ
研
究
」
し
た
い
と
思
っ
て
い
る
。
と
い
っ
て
も
そ
れ
は
、
別
段
「
高
尚

ナ
ル
専
門
ノ
科
学
」
を
と
い
う
こ
と
で
な
く
、
人
に
、
あ
の
人
は
ア
メ
リ
カ

ま
で
い
っ
た
の
に
「
外
人
」
と
満
足
に
会
話
も
で
き
な
い
で
は
な
い
か
、
と

い
わ
れ
な
い
程
度
の
「
普
通
ノ
学
間
」
を
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
た
め

に
「
商
業
学
校
」
に
通
う
つ
も
り
だ
、
と
い
っ
た
意
味
の
こ
と
を
書
い
て
い

⑥る
。
ま
た
同
じ
時
期
の
手
紙
の
な
か
で
、
世
間
は
渡
米
者
に
過
大
の
期
待
を

か
け
る
が
、
渡
米
者
が
現
実
に
た
い
し
た
事
業
が
で
き
な
い
の
は
、
そ
れ
だ

け
の
事
情
が
あ
る
の
だ
。
過
大
の
期
待
を
も
た
れ
る
か
ら
、
渡
米
者
は
帰
国

し
づ
ら
く
、
結
局
、
無
為
の
ま
ま
ず
る
ず
る
と
、
ア
メ
リ
カ
に
い
る
こ
と
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

な
っ
て
し
ま
う
の
だ
、
と
い
っ
た
こ
と
も
書
い
て
い
る
。
こ
こ
か
ら
、
高
野

が
、
都
市
の
小
市
罠
層
の
よ
う
に
、
生
活
的
に
は
下
層
で
あ
り
な
が
ら
、
世

間
体
を
た
え
ず
気
に
し
て
「
か
ま
え
」
を
も
ち
、
身
を
た
て
る
べ
く
上
昇
志

向
を
も
っ
て
い
た
、
と
い
っ
た
ら
い
い
す
ぎ
で
あ
ろ
う
が
、
生
活
の
意
識
と

し
て
は
、
あ
る
「
か
ま
え
」
を
も
っ
て
い
た
こ
と
だ
け
は
う
か
が
う
こ
と
が

で
き
る
と
思
う
。
そ
の
「
か
ま
え
」
は
、
小
説
を
読
み
翻
訳
し
た
こ
と
、
経

済
学
を
独
学
し
た
こ
と
、
そ
し
て
「
労
働
運
動
」
に
関
心
を
も
っ
た
こ
と
の

な
か
に
も
み
る
こ
と
が
で
き
る
と
思
う
。
わ
た
し
の
考
え
で
は
、
そ
の
「
か

ま
え
」
は
、
高
野
が
経
験
し
た
順
境
か
ら
逆
境
へ
の
生
活
体
験
、
そ
し
て
母

・
・
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

ま
す
が
か
も
し
だ
す
高
野
家
の
雰
囲
気
か
ら
き
て
い
る
よ
う
に
思
う
。
姉
キ

ワ
か
ら
の
高
野
宛
の
一
八
九
五
年
の
手
紙
の
な
か
に
、
　
「
他
日
業
成
リ
名
挙

⑨テ
」
と
い
う
一
節
が
あ
る
が
、
こ
の
言
葉
は
、
弟
岩
三
郎
の
軌
跡
も
参
考
に

　
　
⑩

す
れ
ば
、
高
野
家
を
つ
つ
ん
で
い
た
雰
囲
気
を
物
語
っ
て
い
る
だ
ろ
う
。
高

野
の
軌
跡
を
考
え
る
う
え
で
、
こ
れ
ら
の
こ
と
は
、
充
分
勘
定
に
入
れ
て
お

く
必
要
が
あ
る
の
で
あ
る
。

　
わ
た
し
は
、
高
野
の
一
八
九
七
年
か
ら
一
九
〇
〇
年
の
足
跡
を
み
て
い
く

と
、
そ
の
過
程
で
「
運
動
は
運
動
だ
が
、
オ
レ
は
商
売
も
や
っ
て
み
た
い
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

と
思
う
気
持
が
、
段
々
強
ま
っ
て
い
る
よ
う
に
思
う
。
運
動
の
退
潮
が
、
そ

の
よ
う
な
気
持
を
強
ま
ら
せ
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
に
し
て
も
、
そ
れ
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と
問
じ
程
度
に
、
一
八
九
九
年
前
半
頃
に
結
婚
し
翌
年
子
供
が
生
ま
れ
た
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

い
う
寮
情
、
つ
ま
り
家
禽
を
も
っ
た
こ
と
が
働
い
て
い
た
よ
う
に
思
う
。
な

ぜ
な
ら
、
一
八
九
八
年
一
二
月
か
ら
翌
年
八
月
ま
で
横
浜
で
の
「
共
同
店
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

の
経
営
は
、
運
動
の
一
環
と
い
う
よ
り
本
格
的
な
「
商
売
」
で
あ
り
、
　
一
八

九
九
年
一
〇
月
か
ら
翌
年
中
頃
ま
で
の
八
丁
堀
で
の
経
営
も
そ
の
禰
が
強
い

　
　
　
　
⑭

か
ら
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
、
運
動
か
ら
の
離
脱
の
直
接
的
な
理
由
も
、
「
義

和
団
事
件
」
の
勃
発
を
み
て
、
在
米
時
か
ら
の
親
友
で
職
工
義
友
会
の
鯛
取

で
も
あ
っ
た
城
常
太
郎
と
、
中
国
で
「
商
売
」
を
始
め
る
こ
と
に
あ
っ
た
と

　
　
　
　
　
　
　
⑱

思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
家
庭
を
も
っ
た
こ
と
が
契
機
と
な
っ
て
「
商
売
気
」

が
頭
を
も
た
げ
て
き
た
こ
と
が
、
運
動
か
ら
の
離
脱
の
大
き
な
要
因
と
な
っ

た
、
と
い
う
考
え
を
わ
た
し
は
と
り
た
い
と
思
う
。

　
わ
た
し
た
ち
が
、
高
野
の
思
想
の
な
か
に
、
書
き
残
し
た
論
稿
の
な
か
に
、

こ
の
よ
う
な
「
生
活
史
」
を
み
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
に
、
ま
し
て
そ
れ

が
も
み
こ
な
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
に
、
気
づ
く
の
は
容
易
な
は
ず
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
つ
　
　
へ
　
　
あ

い
い
か
え
れ
ば
、
思
想
と
生
活
体
験
・
社
会
体
験
が
ま
っ
た
く
別
も
の
で
、

思
想
は
単
に
思
想
で
あ
っ
た
こ
と
に
、
気
づ
く
の
は
容
易
な
は
ず
で
あ
る
。

こ
こ
で
、
わ
た
し
が
さ
き
に
、
高
野
の
最
後
の
論
稿
で
あ
る
「
職
工
組
合
に

就
て
」
の
文
体
が
、
自
分
の
理
論
の
正
し
さ
を
書
き
残
し
て
お
く
の
だ
と
い

う
も
の
か
ら
な
っ
て
い
る
、
と
い
っ
た
こ
と
を
思
い
出
し
て
ほ
し
い
。
こ
の

こ
と
と
高
野
の
運
動
か
ら
の
離
脱
を
つ
き
あ
わ
せ
る
な
ら
ば
、
つ
ま
り
思
想

の
構
造
と
つ
き
あ
わ
せ
る
な
ら
ば
、
離
脱
は
、
単
に
「
商
売
」
に
の
り
だ
す

た
め
だ
っ
た
、
と
し
か
い
え
な
い
の
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
、
高
野
も
そ
の
よ

う
に
考
え
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
だ
が
、
こ
こ
で
こ
の
こ
と
を
い
う
の
は
、

高
野
に
と
っ
て
労
働
運
動
が
ど
う
で
も
よ
く
な
っ
た
の
だ
、
と
い
い
た
い
か

ら
で
は
な
い
。
こ
の
よ
う
な
離
脱
は
、
い
つ
で
も
条
件
次
第
で
は
、
そ
の
ま

ま
の
思
想
で
も
っ
て
運
動
に
復
帰
で
き
る
こ
と
を
い
い
た
い
か
ら
で
あ
る
。

こ
れ
は
、
思
想
に
と
っ
て
、
無
残
な
こ
と
だ
。

　
こ
こ
で
も
、
わ
た
し
た
ち
は
、
い
ま
ま
で
の
べ
て
き
た
よ
う
な
生
活
体
験
・

　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

社
会
体
験
を
し
ゃ
適
し
た
思
想
構
造
を
、
み
る
こ
と
に
な
る
わ
け
で
あ
る
。

い
い
か
え
れ
ば
、
「
ア
メ
リ
カ
社
会
」
で
の
「
出
稼
ぎ
」
と
し
て
の
体
験
を

カ
　
　
ヘ
　
　
へ

し
ゃ
断
し
、
「
ア
メ
リ
カ
社
会
」
の
現
実
に
欝
を
つ
ぶ
っ
て
「
ア
メ
リ
カ
社

会
」
を
モ
デ
ル
と
し
た
、
思
想
と
し
て
の
在
米
体
験
を
み
る
わ
け
で
あ
る
。

そ
し
て
、
　
「
無
知
蒙
昧
」
と
い
う
民
衆
像
と
、
　
「
日
本
的
な
近
代
」
の
社
会

構
造
を
単
に
「
後
進
性
」
と
と
ら
え
て
い
る
こ
と
も
。

　
こ
の
よ
う
な
思
想
構
造
に
、
わ
た
し
の
い
う
「
タ
ネ
本
」
思
想
に
、
高
野

の
、
初
期
労
働
運
動
の
、
そ
し
て
初
期
社
会
主
義
の
位
相
が
集
中
し
て
あ
ら

わ
れ
て
い
る
、
と
い
う
の
が
わ
た
し
の
考
え
で
あ
る
。

わ
た
し
が
現
在
調
べ
た
範
囲
で
は
、
さ
き
に
も
ふ
れ
た
よ
う
に
、
片
山
潜

．
安
部
磯
雄
．
西
川
光
次
郎
・
幸
徳
秋
水
ら
の
思
想
構
造
は
、
高
野
と
の
相
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異
性
よ
り
も
問
質
性
を
強
調
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
工
業
団
体
同
盟

会
・
鉄
工
組
合
の
鉄
工
た
ち
の
、
岸
山
芳
太
郎
・
岸
上
克
己
・
岡
千
代
彦
ら

懇
和
会
・
活
版
工
組
台
・
誠
友
会
の
活
版
工
た
ち
の
、
い
わ
ば
「
先
進
的
職

工
」
と
も
呼
ぶ
べ
き
職
工
た
ち
の
、
そ
れ
に
も
藁
葺
の
こ
と
が
あ
て
は
ま
る
。

　
わ
た
し
は
、
近
い
機
会
に
、
片
山
・
安
部
の
思
想
と
し
て
の
在
米
体
験
、

そ
し
て
片
山
・
安
部
ら
と
「
先
進
的
職
工
」
の
「
近
代
主
義
し
的
な
思
想
構

造
と
「
社
会
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
」
に
つ
い
て
、
論
じ
た
い
と
思
っ
て
い
る
。
本
論

と
そ
の
作
業
を
あ
わ
せ
れ
ば
、
初
期
労
働
運
動
・
社
会
主
義
思
想
が
、
単
な

る
啓
蒙
的
な
「
タ
ネ
本
」
思
想
で
あ
っ
た
、
と
い
う
わ
た
し
の
問
題
意
識
は
、

も
っ
と
は
っ
き
り
す
る
は
ず
で
あ
る
。

①
　
高
野
の
弟
岩
三
郎
宛
の
手
紙
　
一
八
九
〇
年
…
○
月
九
日
付
、
二
月
一
…
日

　
付
、
　
＝
～
月
＝
ハ
嚴
付
（
剛
胆
掲
大
曲
島
「
労
働
組
含
運
一
勤
の
創
始
者
・
高
野
房
太
郎
」

　
口
㊧
　
三
頁
～
四
頁
、
六
頁
～
七
頁
、
一
頁
～
三
頁
）
。

②
　
わ
た
し
は
、
国
立
國
会
図
書
館
で
、
こ
の
ハ
ウ
・
ツ
ー
も
の
を
三
十
豊
田
読
ん

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

　
だ
が
、
そ
の
多
く
は
、
　
「
英
語
を
一
週
間
で
話
せ
る
法
」
と
い
っ
た
類
の
、
ワ
イ

　
本
に
属
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
　
だ
が
、
　
そ
の
な
か
で
の
渡
米
を
奨
励
す
る
理
由

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヤ
　
　
も
　
　
ヘ
　
　
へ

　
（
読
者
に
本
を
売
る
た
め
の
カ
ソ
ど
こ
ろ
、
読
者
が
欲
し
て
い
る
「
ア
メ
リ
カ
」
）

　
に
、
あ
る
共
通
項
が
あ
る
こ
と
に
気
が
つ
い
た
。
か
ん
た
ん
に
い
え
ば
、
そ
れ
は
、

　
ア
メ
リ
カ
は
「
立
身
出
世
」
の
チ
ャ
ン
ス
が
多
く
、
　
「
勤
倹
力
行
」
が
む
く
わ
れ

　
る
国
で
あ
る
、
ア
メ
リ
カ
に
い
っ
て
「
先
進
又
明
」
に
ふ
れ
る
こ
と
は
、
日
本
の

　
「
近
代
化
」
に
も
役
立
つ
、
と
い
う
二
つ
で
あ
る
。
と
り
わ
け
、
ほ
と
ん
ど
の
本

　
が
、
前
者
を
強
調
し
て
お
り
、
そ
こ
に
、
著
者
た
ち
の
思
想
と
し
て
の
「
在
米
体

　
験
」
を
見
出
し
も
よ
い
と
思
う
。
た
と
え
ば
」

　
「
…
…
米
國
は
天
然
の
物
産
に
富
む
の
み
な
ら
ず
賃
金
高
く
徒
で
物
債
高
く
工
商

　
業
の
盛
な
る
世
界
第
一
と
禰
せ
ら
る
此
上
に
移
住
す
る
人
最
初
よ
り
比
墳
墓
の
地

　
と
定
め
腰
を
落
晶
君
け
て
一
大
目
的
に
向
っ
て
遠
大
の
企
盤
を
立
て
Σ
自
を
他
に
く

　
れ
ず
し
て
勤
勉
せ
ぽ
更
に
通
常
一
般
の
成
功
に
あ
ら
ず
し
て
大
成
功
す
る
疑
な
き

　
は
在
米
の
日
本
人
の
成
功
者
に
見
る
の
如
く
な
ろ
べ
し
」
　
（
日
本
力
行
会
編
『
最

近
渡
米
策
』
一
〇
頁
　
一
九
〇
四
年
。
）

　
「
…
…
イ
ク
ラ
威
張
っ
て
も
、
日
本
の
商
工
業
は
、
マ
ダ
ー
幼
稚
で
、
比
較
の

　
儂
値
が
無
い
、
ド
ウ
カ
一
人
で
も
、
澤
山
に
此
の
盛
大
な
細
螺
の
商
工
業
の
賞
況

　
を
知
ら
し
め
て
、
発
墳
さ
せ
た
い
も
の
だ
と
常
々
話
し
た
の
で
あ
り
ま
す
。
」
（
秦

　
敏
之
「
米
翻
の
商
業
経
営
」
山
根
悟
～
編
纂
『
最
近
渡
米
案
内
』
六
四
頁
　
渡
米

　
難
讐
隠
社
　
　
一
九
〇
穴
年
。
）

③
高
野
の
旅
券
の
渡
米
目
的
に
は
、
「
商
業
研
究
之
為
」
と
記
さ
れ
て
い
た
。
（
前

　
掲
隅
谷
「
高
野
房
太
郎
と
労
働
運
動
i
ゴ
ン
パ
ー
ス
と
の
関
係
を
中
心
に
…
」

　
一
八
一
頁
。
）

④
　
大
島
清
『
高
野
岩
三
郎
伝
』
四
二
六
頁
　
岩
波
書
店
　
　
九
六
八
年
。

⑤
　
一
八
八
七
年
七
月
三
一
日
（
前
掲
大
島
「
労
働
組
合
運
動
の
創
始
者
・
高
野
房

　
太
郎
」
e
　
八
頁
。
）

⑥
　
岩
三
郎
宛
の
手
紙
　
一
八
九
〇
年
　
○
月
九
日
付
（
前
掲
大
島
「
労
働
組
合
運

　
動
の
創
始
者
・
高
野
房
太
郎
」
⑫
　
ゴ
　
頁
～
四
頁
。
）

⑦
岩
三
郎
宛
の
手
紙
一
八
九
〇
年
一
二
月
一
六
日
付
（
前
掲
大
島
「
労
働
組
合

　
運
動
の
鋼
始
者
・
高
野
房
太
郎
』
㊨
　
　
一
頁
～
一
一
頁
。
）

⑧
ま
す
に
つ
い
て
は
、
つ
ぎ
の
こ
と
を
参
照
。

　
「
母
は
マ
ス
と
云
ひ
、
当
晴
の
風
習
が
そ
う
で
あ
っ
た
や
う
に
、
教
育
は
あ
ま
り

　
な
か
っ
た
。
し
か
し
仏
教
の
禅
宗
の
山
巡
を
強
く
抱
い
て
み
た
。
が
、
子
供
に
は

　
決
し
て
そ
れ
を
強
い
や
う
と
は
し
な
か
っ
た
し
、
私
供
も
既
成
宗
教
に
捉
は
れ
る

　
宴
が
な
く
し
て
す
ん
だ
。

　
　
又
信
仰
と
結
び
つ
い
て
儒
念
を
持
っ
て
み
た
。
そ
れ
は
人
間
正
直
で
さ
へ
あ
れ
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ぱ
い
Σ
。
　
至
誠
は
天
に
通
じ
る
と
云
ふ
信
念
で
あ
っ
た
。
」
　
（
前
掲
高
野
岩
三
郎

　
「
門
几
高
野
房
…
太
郎
を
載
㎜
る
」
　
一
山
公
判
。
）

　
「
し
か
し
三
十
七
歳
の
若
さ
で
未
亡
人
と
な
っ
た
母
は
健
康
無
比
か
つ
男
勝
り
の

　
婦
人
で
あ
っ
た
の
で
…
…
」
（
前
掲
高
野
岩
笙
郎
「
囚
わ
れ
た
る
民
衆
」
四
一
頁
。
）

　
「
母
ま
す
は
子
供
を
き
び
し
く
教
育
し
、
ま
た
年
に
似
ず
進
歩
的
な
考
え
を
い
だ

　
く
人
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
栂
に
対
す
る
彼
（
岩
三
郎
－
引
用
者
）
の
孝
養
は
彼

　
の
家
庭
を
知
る
人
に
深
い
印
象
を
あ
た
え
た
。
」
（
前
掲
大
島
『
高
野
岩
三
郎
伝
』

　
四
二
六
百
ハ
。
）

　
　
わ
た
し
が
思
う
に
、
ま
す
は
、
世
間
に
顔
む
け
で
ぎ
な
い
こ
と
は
し
な
い
、
経

　
済
的
に
し
っ
か
り
す
る
、
世
の
中
の
役
に
立
つ
人
間
に
な
る
よ
う
に
、
と
子
供
を

　
ぎ
び
し
く
し
つ
け
た
は
ず
で
あ
る
。
高
野
兄
弟
に
「
か
ま
え
」
が
あ
る
、
と
わ
た

　
し
た
ち
が
感
じ
る
の
は
、
ま
す
が
か
も
し
だ
す
、
そ
の
よ
う
な
高
野
家
の
気
風
か

　
ら
、
兄
弟
が
足
を
ふ
み
は
ず
さ
な
か
っ
た
か
ら
だ
と
思
う
。

⑨
　
一
八
九
五
年
五
月
一
一
日
付
（
前
掲
隅
谷
「
高
野
房
太
郎
と
労
働
運
動
ー
ゴ

　
ソ
パ
ー
ス
と
の
関
係
を
中
心
に
i
一
コ
四
頁
。
）

⑩
　
前
掲
大
島
『
高
野
岩
三
郎
伝
』
参
照
。

⑪
高
野
に
定
期
収
入
を
も
た
ら
し
て
い
た
、
ゴ
ソ
バ
：
ス
へ
の
「
通
信
」
が
、
一

　
八
九
八
年
一
〇
月
で
中
断
し
、
翌
九
九
年
入
事
で
最
終
的
に
途
絶
え
た
こ
と
は
、

　
そ
の
一
つ
の
鋳
証
に
な
る
だ
ろ
う
。
（
前
掲
隅
谷
「
高
野
膓
太
郎
と
労
働
運
動
i

　
ゴ
ン
バ
ー
ス
と
の
関
係
を
中
心
に
ー
ー
L
二
二
五
頁
。
）

⑫
高
野
の
長
女
み
よ
が
、
一
九
〇
三
年
二
月
で
満
三
歳
＝
ケ
月
で
あ
る
こ
と
か

　
ら
推
定
。
　
（
入
交
好
俗
…
「
口
絵
写
真
解
説
」
カ
ブ
リ
ン
前
掲
編
著
。
）
。
水
沼
辰
夫

　
に
よ
れ
ば
、
高
野
は
凝
屋
（
期
成
会
・
鉄
工
組
合
の
月
次
会
・
演
説
会
が
開
か
れ
、

　
本
部
も
一
晴
お
か
れ
た
）
の
娘
と
、
「
意
気
投
合
し
て
結
婚
」
し
た
そ
う
で
あ
る
。

　
（
水
沼
前
掲
書
四
二
頁
。
）

⑩
高
野
が
、
常
任
幹
事
を
し
り
ぞ
い
た
際
（
一
八
九
八
年
＝
月
）
、
期
成
会
か
ら

　
金
五
〇
円
と
感
謝
状
が
送
ら
れ
て
い
る
こ
と
（
『
労
働
世
界
』
第
二
八
号
一
八
九
九

　
年
一
月
㎝
五
目
　
復
刻
版
二
八
九
頁
。
）
。
ま
た
、
そ
の
「
共
同
店
」
は
、
「
横
浜

　
鉄
工
共
鴬
合
資
会
社
」
の
名
で
「
資
本
総
額
五
千
円
」
・
「
業
務
担
当
社
員
・
高
野

　
房
太
郎
」
と
し
て
、
一
八
九
八
年
　
二
月
ニ
ニ
日
付
で
、
　
「
商
業
登
記
公
告
」
さ

　
れ
て
い
る
こ
と
（
『
横
浜
貿
易
新
聞
』
一
八
九
八
年
ご
一
月
一
＝
一
日
。
）
参
照
。

⑭
　
そ
の
経
営
の
た
め
、
有
給
幹
事
か
ら
無
給
幹
事
に
な
っ
て
い
る
。
（
「
鉄
工
組
合

　
本
部
臨
時
本
部
委
員
会
総
会
議
事
速
記
録
」
　
『
労
働
世
界
』
第
五
夏
号
　
一
九
〇

　
〇
年
二
月
一
五
日
復
刻
版
五
一
八
頁
。
）
。

⑮
　
　
「
英
文
欄
」
　
『
労
働
世
界
』
第
六
五
号
　
～
九
〇
〇
九
月
一
日
置
復
刻
版
　
六

　
〇
四
頁
。
『
労
働
世
界
』
第
六
七
号
　
一
九
〇
〇
年
一
一
月
一
日
復
刻
版
　
一

　
六
頁
。
前
掲
高
野
山
着
三
郎
「
囚
わ
れ
た
る
民
衆
」
四
二
百
ハ
。

（
京
都
大
学
大
学
院
生

）
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