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は
じ
め
に

　

昭
和
の
末
、
五
十
七
、八
年
の
頃
だ
っ
た
か
、
当
時
在
職
し
て
い
た
東
京
町
田
の
桜
美
林
大
学
中
文
科
で
、

学
生
が
、
漢
詩
の
作
詩
を
学
び
た
い
、
と
申
し
出
て
き
た
。

　

そ
こ
で
早
速
、
課
外
に
私
の
部
屋
に
集
め
て
、
手
ほ
ど
き
か
ら
始
め
た
。
そ
れ
を
何
回
し
た
の
か
も
う
思
い

出
せ
な
い
が
、
や
が
て
、
ど
こ
か
ら
ど
う
聞
き
伝
え
た
か
、
他
大
学
の
院
生
な
ど
が
来
る
よ
う
に
な
り
、
毎
月

一
度
、
土
曜
日
の
午
後
、
私
の
部
屋
を
サ
ロ
ン
に
し
て
、
早
大
、
慶
大
、
立
教
大
、
お
茶
の
水
女
子
大
、
日
本

女
子
大
、
二
松
学
舎
大
、
東
京
教
育
大
等
の
院
生
、
Ｏ
Ｂ
、
又
漢
詩
愛
好
の
年
輩
の
女
性
も
集
ま
っ
て
、
作
詩

の
会
が
続
け
ら
れ
た
。

　

最
古
参
の
一
人
、
水み

ず

出い
で

和
明
君
の
記
録
に
よ
る
と
、
昭
和
五
十
九
年
に
湯
島
聖
堂
に
集
ま
り
、「
櫻お
う

林り
ん

詩し

會か
い

」

と
し
て
正
式
に
発
足
し
た
、
と
い
う
。
そ
の
頃
、
私
は
聖
堂
を
管
理
す
る
財
団
法
人
斯し

文ぶ
ん

会か
い

（
現
在
は
公
益
財

団
法
人
）
の
常
務
理
事
を
兼
ね
て
お
り
（
平
成
二
年
よ
り
は
理
事
長
と
し
て
今
に
至
る
）、
ま
た
同
所
で
漢
詩

鑑
賞
の
講
座
を
十
五
年
来
担
当
し
て
い
た
の
で
、
交
通
の
便
も
よ
い
聖
堂
に
拠
点
を
移
し
た
の
で
あ
る
。
平
成

二
年
か
ら
は
、
私
の
所
属
も
桜
美
林
大
学
よ
り
九
段
の
二
松
学
舎
大
学
に
変
わ
っ
た
。
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iv　

こ
の
会
を
始
め
る
に
当
っ
て
は
、
特
に
方
針
や
目
標
は
立
て
ず
、
自
然
に
任
せ
、
来
た
る
者
は
拒
ま
ず
、
去

る
者
は
追
わ
ず
、
こ
の
間
、
東
大
、
国
士
舘
大
、
埼
玉
大
、
東
京
学
芸
大
の
学
生
、
出
身
者
も
新
た
に
参
加
し

て
き
た
。
初
め
か
ら
数
え
れ
ば
、
延
べ
何
人
が
名
を
連
ね
た
か
。

　

メ
ン
バ
ー
は
入
れ
代
り
つ
つ
、
常
時
十
人
前
後
が
月
一
回
土
曜
の
午
後
、
聖
堂
に
集
ま
る
。
四
月
に
は
花
見
、

十
二
月
に
は
忘
年
の
宴
を
催
し
、和
気
靄
々
、近
ご
ろ
は
中
国
か
ら
留
学
の
若
い
人
も
参
加
し
て
く
る
。
そ
し
て
、

三
十
年
。
今
で
は
、
幹
事
の
後
藤
君
ら
師
範
級

0

0

0

の
上
級
者
及
び
こ
れ
に
準
ず
る
者
が
幾
人
も
出
て
き
た
。
一
昨

年
ご
ろ
よ
り
、
こ
の
節
目
を
迎
え
、
ま
た
私
の
傘
寿
を
祝
っ
て
、
記
念
の
詩
集
を
出
し
た
い
、
併
せ
て
後
進
の

為
の
手
引
き
と
も
し
た
い
、
と
い
う
声
が
あ
が
り
、
水
出
、
後
藤
、
中
嶋
の
諸
君
を
中
心
に
作
業
が
進
め
ら
れ
た
。

　

ま
ず
、
各
自
が
任
意
に
提
出
し
た
も
の
を
、
そ
の
ま
ま
並
べ
る
形
に
し
て
み
た
が
、
そ
れ
で
は
「
手
引
き
」
に

な
ら
な
い
し
、多
く
の
人
に
読
ん
で
も
ら
う
わ
け
に
も
い
か
な
い
。
い
ろ
い
ろ
考
え
た
末
、私
の
本
を
多
く
出
版

し
て
く
れ
て
い
る
大
修
館
書
店
の
黒
﨑
さ
ん
に
話
を
持
ち
か
け
、
結
局
「
詩
集
」
で
は
な
く
、
詩
を
素
材
と
し
て

「
読
み
物
」
を
作
る
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
こ
で
、
ベ
テ
ラ
ン
編
集
者
の
正
木
さ
ん
と
新
進
の
佐
藤
さ
ん
の
登
場
と

な
る
。
詩
会
の
方
か
ら
は
、
後
藤
淳
一
、
中
嶋
愛
の
新
旧
の
気
鋭
が
対
応
。
い
ろ
い
ろ
意
見
を
出
し
合
い
、
こ
の

よ
う
な
形
と
な
っ
た
。
詩
の
配
列
は
、
形
は
絶
句
か
ら
律
詩
へ
、
内
容
は
大
ま
か
に
易
か
ら
難
へ
、
と
し
て
あ
る
。

　

表
題
は
、
以
前
に
出
版
し
た
『
石
川
忠
久 

漢
詩
の
講
義
』（
平
成
十
四
年
四
月
刊
）
に
続
く
意
味
を
こ
め
て
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v
『
石
川
忠
久 

漢
詩
の
稽
古
』
と
し
た
。「
稽
古
」
と
い
う
の
が
ピ
ッ
タ
リ
で
面
白
い
も
の
が
で
き
た
と
思
う
。

漢
詩
を
作
る
人
、
こ
れ
か
ら
作
ろ
う
と
す
る
人
た
ち
に
是
非
読
ん
で
い
た
だ
き
た
い
と
念
じ
て
い
る
。

　

思
う
に
、
戦
後
漢
字
を
制
限
し
、
漢
文
を
は
じ
め
古
典
の
教
育
を
疎
か
に
し
た
結
果
、
漢
詩
を
作
る
と
い
う
、

古
来
の
、
殊
に
江
戸
以
来
の
風
雅
な
道
が
消
滅
に
瀕
し
て
し
ま
っ
た
。
日
本
文
化
を
形
成
す
る
土
台
が
薄
く

な
っ
た
、
と
言
う
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。「
狂き

ょ
う

瀾ら
ん

を
既き

倒と
う

に
廻め
ぐ

ら
す
」
と
い
う
言
葉
が
あ
る
が
、
何
と
か
こ
の
退

勢
を
回
復
し
た
い
の
が
、
私
の
念
願
で
あ
る
。

　

何
気
な
く
始
め
た
こ
の
会
だ
が
、
弟
子
た
ち
が
言
わ
ず
語
ら
ず
の
う
ち
に
私
の
志
を
汲
み
、
こ
う
し
て
今
日

ま
で
会
を
続
け
、
さ
ら
に
は
馬
齢
を
祝
っ
て
く
れ
る
こ
と
、
ま
こ
と
に
嬉
し
い
限
り
で
あ
る
。
余
生
の
幾
何
な

る
か
は
知
ら
ず
、
こ
の
会
の
長
く
続
く
こ
と
を
ひ
た
す
ら
願
っ
て
い
る
。

　

あ
ら
た
め
て
、
大
修
館
書
店
の
黒
﨑
昌
行
さ
ん
、
正
木
千
恵
さ
ん
、
佐
藤
悠
さ
ん
ほ
か
、
お
世
話
に
な
っ
た

方
々
に
深
甚
の
謝
意
を
表
す
る
次
第
で
あ
る
。

　
　
　
　

二
〇
一
五
年
五
月
立
夏
の
日　
　

東
京
九
段
の
晳
中
庵
に
て

石
川　

忠
久
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