
小
・
中
・
高
校
時
代
の
福
田
恆
存

新
資
料
を
用
い
て

川

久

保

剛

は
じ
め
に

本
稿
で
は
、
小
・
中
・
高
校
時
代
の
福
田
恆
存
（
昭
和
期
に
活
躍
し
た
思
想

家
。
一
九
一
二
｜
一
九
九
四
）
に
つ
い
て
取
り
上
げ
る
。

小
・
中
・
高
校
時
代
の
福
田
を
主
題
化
し
た
先
行
研
究
は
存
在
し
な
い
。
そ
れ

ゆ
え
本
稿
は
、
福
田
研
究
に
寄
与
す
る
面
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

本
稿
で
用
い
る
資
料
は
、
福
田
み
ず
か
ら
が
小
・
中
・
高
校
時
代
を
振
り
返
っ

て
い
る
文
章
、
同
級
生
が
当
時
の
福
田
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
文
章
、
在
籍
し
た

学
校
の
年
史
な
ど
で
あ
る
。

そ
の
中
に
は
、
こ
れ
ま
で
単
行
本
に
収
録
さ
れ
ず
、
福
田
に
関
す
る
基
礎
デ
ー

タ
と
い
え
る
『
福
田
恆
存
全
集
』（
文
芸
春
秋
）
の
「
年
譜
」（
第
七
巻
所
収
）
に
も

記
載
が
な
い
資
料
、
つ
ま
り
新
資
料
も
含
ま
れ
る
。

福
田
が
中
学
時
代
に
つ
い
て
回
顧
し
た
文
章
で
あ
る
「
苦
言
」（『
東
叡
新
聞
』
昭

和
二
四
年
一
〇
月
）
と
「
い
い
意
味
の
ス
パ
ル
タ
教
育
」（『
高
藤
太
一
郎
先
生
を
追
憶

す
る
』
高
藤
太
一
郎
先
生
を
追
憶
す
る
会
、
昭
和
六

１
）

一
年
）
と
が
そ
れ
で
あ
る
。

ま
た
高
校
時
代
に
福
田
が
学
内
誌
に
発
表
し
た
次
の
二
つ
の
文
章
も
新
資
料
と

い
え
る
。

・「
我
国
新
劇
運
動
の
過
去
と
現
在
」（『
浦
高
時
報
』
昭
和
七
年
六
月
一

２
）

四
日
）

・「
生
動
的
芸
術
の
諸
要
素
に
就
い
て
」（『
学
友
会
雑
誌
』
第
一
九
号
、
浦
和
高
等

学
校
学
友
会
、
昭
和
七
年
一

３
）

二
月
）

本
稿
で
は
、
こ
う
し
た
資
料
を
ま
じ
え
て
、
小
・
中
・
高
校
時
代
の
福
田
の
一

側
面
を
明
ら
か
に
し
て
い
き
た
い
と
お
も
う
。
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結
論
を
先
取
り
す
る
と
、
本
稿
で
は
、
以
下
の
点
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
な

る
。・

福
田
が
学
ん
だ
小
学
校
と
中
学
校
は
と
も
に
、
大
正
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
（
自
由

主
義
）
教
育
・
大
正
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
（
民
主
主
義
）
教
育
の
先
進
校
で
あ
っ

た
。

・
し
か
し
福
田
は
、
そ
の
教
育
に
対
し
て
疑
問
を
抱
い
て
い
た
。

・
福
田
の
高
校
時
代
は
、
全
国
の
高
校
で
学
生
運
動
・
政
治
運
動
が
隆
盛
を
極

め
て
い
た
。
し
か
し
福
田
は
、
そ
う
し
た
動
き
に
は
ま
っ
た
く
関
心
を
も
っ

て
い
な
か
っ
た
。

・
高
校
時
代
の
福
田
は
、
演
劇
青
年
だ
っ
た
。
し
か
し
福
田
は
、
時
代
の
主
流

だ
っ
た
左
翼
政
治
演
劇
に
は
興
味
が
な
か
っ
た
。
福
田
が
関
心
を
持
っ
て
い

た
の
は
、
政
治
と
か
か
わ
り
を
も
た
な
い
純
粋
芸
術
志
向
の
演
劇
だ
っ
た
。

・
高
校
時
代
の
福
田
は
、
ア
ド
ル
フ
・
ア
ピ
ア
の
舞
台
芸
術
論
に
関
心
を
も
っ

て
い
た
。

・
高
校
時
代
の
福
田
は
、
現
代
思
想
や
現
代
文
学
に
も
関
心
を
も
っ
て
い
た
。

と
く
に
小
林
秀
雄
の
批
評
に
お
お
き
な
関
心
を
も
っ
て
い
た
。

以
上
の
点
が
本
稿
で
明
ら
か
と
な
っ
た
点
で
あ
る
。
い
ず
れ
も
福
田
の
思
想
を

読
み
解
く
上
で
重
要
な
事
柄
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

以
下
ま
ず
小
・
中
学
校
時
代
を
取
り
上
げ
、
次
に
高
校
時
代
を
取
り
上
げ
る
。

な
お
大
学
時
代
の
福
田
に
つ
い
て
は
、
他
稿
を
期
し
た
い
。

一

小
・
中
学
校
時
代
の
福
田

大
正
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
╱
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
教
育
の
中
で

⑴

小
学
校
時
代

上
述
の
よ
う
に
、
福
田
が
学
ん
だ
小
・
中
学
校
は
、
大
正
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
（
自

由
主
義
）
╱
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
（
民
主
主
義
）
教
育
の
先
進
校
と
い
う
特
色
を
も
っ

て
い
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

大
正
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
╱
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
教
育
と
は
、
生
徒
の
個
性
と
人
格
、
そ

し
て
自
主
性
を
重
ん
じ
る
点
に
特
徴
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
画
一
的
・
注
入
的
で
あ

っ
た
明
治
教
育
の
見
直
し
と
い
う
性
格
を
も
っ
て

４
）

い
る
。

大
正
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
╱
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
教
育
の
先
進
校
と
い
う
と
、
成
城
学
園

な
ど
の
私
立
の
学
校
を
思
い
浮
か
べ
る
が
、
公
立
の
な
か
に
も
先
駆
的
な
取
り
組

み
で
知
ら
れ
た
学
校
が
存
在
し
た
。
錦
華
小
学
校
も
そ
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。

福
田
は
、
大
正
八
年
に
、
錦
華
小
学
校
に
入
学
。
夏
目
漱
石
な
ど
も
輩
出
し
た

名
門
校
（
創
立
は
、
明
治
六
年
）
と
い
う
こ
と
で
、
父
親
に
す
す
め
ら
れ
て
、
学

区
外
か
ら
入
学
し
た
。
同
級
生
に
は
、
高
橋
義
孝
（
ド
イ
ツ
文
学
者
、
文
芸
評
論

家
）
が
い
る
。

で
は
、
錦
華
小
学
校
で
は
、
ど
の
よ
う
な
取
り
組
み
が
行
わ
れ
て
い
た
の
だ
ろ

う
か
。
お
も
に
以
下
の
二
点
が
挙
げ
ら
れ
る
。

ま
ず
自
学
自
習
や
自
由
研
究
の
時
間
の
導
入
で
あ
る
。
第
一
時
間
目
は
、
自
学

自
習
や
自
由
研
究
の
時
間
に
あ
て
ら
れ
て
い
た
。
こ
れ
は
当
時
の
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム

第 巻第 号 年麗澤学際ジャーナル
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に
お
い
て
は
画
期
的
な
こ
と
で
あ
っ
た
。

次
に
、
工
作
に
お
け
る
自
由
画
の
導
入
で
あ
る
。
課
題
画
が
前
提
の
時
代
に
、

自
由
画
を
取
り
入
れ
た
の
で
あ
る
。
同
校
で
は
、
昭
和
に
な
る
と
、
作
文
に
お
い

て
も
自
由
題
が
取
り
入
れ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

こ
う
し
た
先
進
的
な
取
り
組
み
に
よ
っ
て
、
錦
華
小
学
校
は
全
国
的
に
注
目
を

浴
び
る
こ
と
に
な
っ
た
。
お
お
く
の
参
観
者
が
同
校
を
訪
れ
た
。
ち
な
み
に
、
こ

う
し
た
取
り
組
み
に
着
手
し
た
の
は
、
高
羽
幸
槌
校
長
（
明
治
四
一
年
着
任
）
だ

５
）

っ
た
。

こ
の
よ
う
に
福
田
は
、
先
端
的
な
大
正
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
╱
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
教
育

を
受
け
た
。
そ
れ
は
福
田
の
力
を
お
お
き
く
伸
ば
し
て
く
れ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
反
面
、
福
田
に
は
、
疑
問
に
感
じ
ら
れ
る
点
も
あ
っ
た
。
そ
れ
は
こ
う

い
う
こ
と
で
あ
る
。

福
田
が
小
学
校
五
年
の
と
き
、
関
東
大
震
災
（
大
正
一
二
年
九
月
一
日
）
が
お

こ
っ
た
。
周
知
の
よ
う
に
東
京
は
灰
燼
に
帰
し
た
。
お
お
く
の
市
民
が
、
し
ば
ら

く
の
間
地
方
に
避
難
生
活
を
送
る
こ
と
に
な
っ
た
。
福
田
も
同
様
で
あ
っ
た
。

福
田
が
学
校
に
戻
っ
た
の
は
、
翌
年
の
三
月
だ
っ
た
。
試
験
に
は
な
ん
と
か
間

に
合
う
こ
と
が
で
き
た
。
終
業
式
を
数
日
後
に
ひ
か
え
た
あ
る
日
、
福
田
は
担
任

の
Ｋ
先
生
に
校
庭
の
隅
に
呼
び
出
さ
れ
た
。
福
田
は
、
三
年
四
年
と
優
等
を
続
け

て
お
り
、
試
験
の
結
果
、
今
学
年
も
優
等
の
資
格
は
十
分
に
あ
る
の
だ
が
、
そ
れ

を
Ｍ
君
に
ゆ
ず
っ
て
も
ら
え
な
い
か
と
い
う
相
談
だ
っ
た
と
い
う
。
福
田
は
二
学

期
を
全
休
し
て
い
る
が
、
Ｍ
君
は
、
罹
災
後
も
焼
け
跡
に
掘
立
小
屋
を
建
て
て
、

学
校
が
再
開
す
る
と
す
ぐ
に
通
っ
て
き
た
。
し
か
し
試
験
の
結
果
は
、
優
等
の
次

点
だ
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。

こ
こ
か
ら
は
福
田
の
文
章
を
引
用
し
よ
う
。

そ
の
こ
と
に
私
は
不
平
を
い
だ
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
Ｋ
先
生
か
ら
そ
の
話
を

聴
い
て
ゐ
る
と
き
も
、
私
の
う
ち
に
不
満
の
感
情
は
ぜ
ん
ぜ
ん
生
じ
な
か
つ

た
。
私
は
実
質
的
に
優
等
な
の
で
す
。
そ
れ
で
満
足
で
し
た
。
し
か
も
、
そ
の

う
へ
、
友
人
に
優
等
を
譲
り
、
先
生
の
顔
を
た
て
、
自
分
は
平
及
第
に
た
へ
る

と
い
ふ
「
英
雄
的
な
悲
壮
感
」
も
味
は
へ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
文
句
を
い
ふ
べ

き
筋
あ
ひ
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
に
も
か
か
は
ら
ず
、
そ
の
と
き
、
Ｋ
先
生

の
話
を
聴
い
て
ゐ
た
私
が
感
じ
た
も
の
は
、
い
ひ
や
う
の
な
い
不
快
感
だ
つ

た
。
さ
う
い
ふ
打
明
け
話
を
す
る
先
生
に
た
い
し
て
、
私
は
子
供
心
に
不
快
を

感
じ
た
の
で
す
。
い
や
、
そ
れ
以
上
で
し
た
。
私
は
ほ
と
ん
ど
軽
蔑
に
近
い
感

情
を
そ
の
先
生
に
い
だ
い
た
の
で
あ
り
ま
す
。
い
ま
大
人
で
あ
る
私
が
で
は
な

く
、
当
時
子
供
の
私
が
は
つ
き
り
そ
れ
を
感
じ
と
つ
て
ゐ
た
の
で
す
。
今
日
流

に
い
へ
ば
、
Ｋ
先
生
の
態
度
は
「
民
主
主
義
的
」
と
い
ふ
も
の
で
せ
う
。
児
童

を
一
個
の
人
格
と
し
て
対
等
に
扱
ひ
、
職
員
会
議
の
内
情
を
明
し
て
く
れ
た
の

で
す
か
ら
。
し
か
し
、
そ
れ
は
今
日
流
に
考
へ
て
も
行
き
す
ぎ
で
は
な
か
つ
た

か
。
そ
の
証
拠
に
、
と
に
か
く
私
は
不
愉
快
だ
つ
た
。「
一
個
の
人
格
と
し
て

対
等
に
」
扱
は
れ
て
ゐ
る
と
い
ふ
喜
び
な
ど
皆
無
だ
つ
た
の
で
す
。（
中
略
）
私

は
決
し
て
一
個
の
人
格
と
し
て
扱
は
れ
て
ゐ
た
の
で
は
な
い
。
児
童
を
一
個
の

小・中・高校時代の福田恆存―新資料を用いて
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人
格
と
し
て
扱
ふ
べ
し
と
い
ふ
「
教
育
理
論
」
の
実
験
に
使
は
れ
た
だ
け
で

す
。
そ
れ
も
、
私
だ
け
で
は
な
い
。
Ｋ
先
生
そ
の
人
も
「
新
教
育
理
論
」
の
道

具
に
す
ぎ
な
か
つ
た
の
で
す
。
私
の
眼
の
前
に
ゐ
た
先
生
も
一
個
の
人
格
で
は

な
か
つ
た
。

当
時
、
子
供
の
私
が
そ
れ
だ
け
の
分
析
を
し
た
と
い
ふ
の
で
は
な
い
。
が
、

今
で
も
そ
の
と
き
の
Ｋ
先
生
の
表
情
を
は
つ
き
り
お
ぼ
え
て
を
り
ま
す
。
そ
こ

に
は
ふ
や
け
た
笑
顔
が
あ
つ
た
。
そ
の
「
理
解
の
あ
る
」
笑
顔
に
私
は
虚
偽
を

感
じ
と
つ
た
の
で
す
。
そ
れ
は
、
人
格
と
人
格
と
が
生
き
て
相
対
し
て
ゐ
な
い

と
い
ふ
感
じ
、
先
生
と
自
分
と
の
間
の
人
間
関
係
が
本
物
で
は
な
い
と
い
ふ
感

じ
で
あ
り
ま
す
。
教
師
が
怒
り
に
任
せ
て
生
徒
を
打
つ
と
き
に
も
感
じ
ら
れ
る

生
き
た
人
格
の
真
実
が
、
そ
こ
に
は
欠
け
て
ゐ
た
の
で
す
。（
中
略
）
こ
の
ば
あ

ひ
教
師
は
相
手
の
生
徒
を
信
じ
て
ゐ
な
い
ば
か
り
で
な
く
、
そ
れ
に
た
い
す
る

自
分
の
態
度
に
も
信
を
置
い
て
ゐ
な
い
。
と
い
ふ
こ
と
は
、
結
局
、
人
間
相
互

の
接
触
に
お
い
て
、
最
初
に
あ
る
べ
き
も
の
、
そ
し
て
最
後
に
残
る
べ
き
も
の

で
あ
る
自
然
発
生
的
な
も
の
を
信
じ
て
ゐ
な
い
と
い
ふ
こ
と
で
す
。
つ
ま
り
は

人
間
不
信
で
は
な

６
）

い
か
。

大
正
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
╱
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
教
育
に
対
す
る
反
感
と
い
う
よ
り
も
、

大
正
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
╱
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
教
育
と
い
う
「
新
教
育
理
論
」
を
実
践
す

る
こ
と
に
自
己
満
足
を
感
じ
て
い
る
教
師
に
対
す
る
反
感
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ

う
。

こ
の
あ
と
で
す
ぐ
に
見
る
が
、
福
田
は
こ
う
し
た
疑
問
・
反
感
を
、
中
学
時
代

に
も
抱
い
て
い
る
。

以
上
が
、
資
料
か
ら
見
え
て
く
る
、
小
学
校
時
代
の
福
田
の
一
側
面
で
あ
る
。

繰
り
返
し
に
な
る
が
、
一
部
、「
新
教
育
理
論
」
に
自
己
陶
酔
す
る
教
師
に
対

す
る
反
感
は
あ
っ
た
に
せ
よ
、
同
校
の
先
進
的
な
取
り
組
み
は
、
福
田
の
可
能
性

を
広
げ
て
く
れ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。

錦
華
小
学
校
の
『
創
立
百
拾
年
史
』
が
存
在
す
る
。
そ
の
な
か
に
は
、「
夏
目

漱
石
先
生
、
永
井
龍
男
先
生
、
波
多
野
完
治
先
生
、
福
田
恒
存
先
生
、
そ
の
ほ
か

幾
多
の
学
術
文
化
の
巨
人
を
輩
出
」
と

７
）

あ
る
。

ち
な
み
に
同
校
は
、
平
成
に
な
っ
て
か
ら
、
近
隣
の
小
川
小
学
校
、
西
神
田
小

学
校
と
合
併
し
、
現
在
、
千
代
田
区
立
お
茶
の
水
小
学
校
と
な
っ
て
い
る
。

⑵

中
学
校
時
代

で
は
次
に
、
中
学
時
代
に
つ
い
て
み
よ
う
。
福
田
は
大
正
一
四
年
に
、
第
二
東

京
市
立
中
学
、
通
称
・
二
中
に
入
学
し
て
い
る
。

二
中
は
、
東
京
市
長
・
後
藤
新
平
が
、
関
東
大
震
災
（
大
正
一
二
年
九
月
）
の

復
興
計
画
の
一
環
と
し
て
、
第
一
東
京
市
立
中
学
と
と
も
に
、
大
正
一
三
年
に
新

設
し
た
。
上
野
の
森
の
中
に
あ
り
、
戦
後
の
学
制
改
革
で
、
上
野
高
校
と
な
っ
て

い
る
。

福
田
が
二
中
を
受
験
し
た
の
は
、
小
学
校
の
先
生
に
、「
校
長
が
偉
い
か
ら
」

と
す
す
め
ら
れ
た
こ
と
に

８
）

よ
る
。
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そ
の
校
長
の
名
は
、
高
藤
太
一
郎
。
高
藤
は
、
い
く
つ
か
の
師
範
学
校
の
校
長

を
経
て
、
二
中
の
初
代
校
長
に
就
任
。
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
教
育
を
積
極
的
に
推
進
し

た
。ま

ず
高
藤
は
、「
自
主
協
調
」
を
校
訓
に
か
か
げ
た
。
そ
し
て
、
自
学
自
習
や

学
校
自
治
を
重
視
し
た
。
そ
れ
ゆ
え
二
中
は
、「
リ
ベ
ラ
ル
二
中
」
と
称
さ
れ
る

よ
う
に
な

９
）

っ
た
。

そ
れ
で
は
在
学
中
の
福
田
は
、「
リ
ベ
ラ
ル
二
中
」
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
な
思

い
を
抱
い
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。

ま
ず
福
田
は
、
高
藤
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。「（
高
藤
校
長
は
｜
｜

引
用
者
注
）
は
、
全
校
の
生
徒
の
名
前
を
全
部
知
っ
て
い
て
、
父
親
の
職
業
ま
で

も
覚
え
込
ん
で
い
ま
し
た
。
ほ
ん
と
う
に
教
育
者
だ
、
と
今
も
感
銘
し
て
い
ま

す
」（「
い
い
意
味
の
ス
パ
ル
タ

10
）

教
育
」）
。
福
田
が
高
藤
校
長
か
ら
感
化
を
受
け
て
い

た
こ
と
が
わ
か
る
。

ち
な
み
に
高
藤
は
、
二
中
を
名
門
校
に
育
て
る
べ
く
、
優
れ
た
教
師
陣
を
集
め

た
。
そ
の
中
に
は
、
時
枝
誠
記
（
国
語
学
）
や
西
尾
實
（
国
語
学
）
な
ど
、
の
ち

に
一
級
の
学
者
と
し
て
活
躍
す
る
者
も
含
ま
れ
て
い
た
。
こ
の
点
に
つ
い
て
も
福

田
は
、「
人
物
の
う
へ
で
も
学
識
の
う
へ
で
も
敬
服
す
べ
き
先
生
が
多
か
つ
た
」

（「

11
）

苦
言
」）
と
述
べ
て
い
る
。
後
述
の
よ
う
に
二
中
時
代
の
恩
師
の
何
人
か
は
、
福

田
の
人
生
に
決
定
的
な
影
響
を
与
え
て
い
る
。

し
か
し
そ
の
一
方
で
福
田
は
、
二
中
時
代
を
「
煉
獄
の
生
活
」
と
も
呼
ん
で
い

る
。
な
に
ゆ
え
「
煉
獄
」
で
あ
っ
た
の
か
。
そ
の
理
由
を
福
田
は
、
こ
う
述
べ
て

い
る
。高

藤
校
長
と
す
れ
ば
、
一
日
も
は
や
く
二
中
を
定
評
あ
る
学
校
に
し
た
て
あ

げ
た
か
つ
た
の
だ
ら
う
し
、
だ
れ
が
見
て
も
あ
れ
は
い
か
に
も
二
中
の
生
徒
ら

し
い
少
年
だ
と
い
ふ
校
風
を
つ
く
り
た
か
つ
た
の
だ
ら
う
と
お
も
ふ
。
い
は
ば

校
風
は
上
か
ら
与
へ
ら
れ
た
。
も
ち
ろ
ん
教
育
と
は
さ
う
い
ふ
も
の
で
あ
り
、

い
か
に
自
主
的
と
い
は
う
か
（ママ）

い
や
、
そ
の
自
主
協
調
と
い
ふ
の
が
じ
つ
は

二
中
の
モ
ツ
ト
ー
だ
つ
た
の
で
、
を
か
し
な
こ
と
だ
が
、
こ
の
自
主
の
精
神
が

他
動
的
に
そ
と
か
ら
お
し
つ
け
ら
れ
、
ぼ
く
た
ち
は
こ
の
合
言
葉
を
口
に
叫
び

な
が
ら
、
ひ
ど
く
受
動
的
で
ひ
つ
こ
み
じ
あ
ん
で
、
お
坊
つ
ち
や
ん
だ
つ
た
の

で
あ
る
。
も
し
二
中
の
二
中
ら
し
い
校
風
が
あ
つ
た
と
す
れ
ば
、
さ
う
い
ふ
善

良
な
育
ち
の
良
さ
と
で
も
い
ふ
も
の
だ
つ
た
ら
う
。

が
、
お
そ
ら
く
そ
れ
は
高
藤
校
長
以
下
の
先
生
が
た
の
予
期
に
反
し
た
も
の

あ
つ
た
に
さ
う
い
な
い
。（
中
略
）
わ
が
二
中
で
は
、
先
生
が
あ
ま
り
親
切
で
自

主
精
神
と
い
ふ
レ
ー
ル
ま
で
こ
し
ら
へ
て
く
だ
さ
つ
た
の
で
、
生
徒
は
ど
う
に

も
動
き
が
と
れ
ず
、
い
ろ
い
ろ
息
ぐ
る
し
か
つ
た
の
だ
と
お
も
ふ
。

お
そ
ら
く
心
の
か
た
ま
ら
ぬ
ぼ
く
た
ち
少
年
の
、
さ
う
し
た
息
ぐ
る
し
さ

は
、
当
時
の
先
生
た
ち
に
は

善
意
と
親
切
に
満
ち
て
ゐ
れ
ば
ゐ
る
ほ
ど

気
づ
か
れ
な
か
つ
た
の
で
は
な
い
か
と
お
も
ふ
（
前
掲
「

12
）

苦
言
」）
。

小
学
校
時
代
に
抱
い
た
反
感
と
同
質
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
生
徒
が
教
師
の
自
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己
満
足
の
犠
牲
に
な
っ
て
い
る
こ
と
へ
の
反
感
と
い
え
よ
う
。

以
上
の
よ
う
に
福
田
は
、
小
学
校
と
中
学
校
を
通
し
て
、
当
時
最
先
端
の
大
正

リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
╱
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
教
育
を
受
け
た
と
い
え
る
。
福
田
自
身
、
み
ず

か
ら
に
つ
い
て
、「
大
正
期
の
所
謂
自
由
主
義
的
思
潮
の
中
で
青
少
年
期
を
送
っ

た
」（「
軍
の
独
走
に
つ

13
）

い
て
」）
と
述
べ
て
い
る
。
そ
の
環
境
は
、
福
田
の
可
能
性

を
お
お
い
に
伸
ば
し
て
く
れ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
尊
敬
し
、
親
し
み
を
感
じ
る
先

生
も
多
か
っ
た
。
し
か
し
反
面
、
福
田
は
、
大
正
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
╱
デ
モ
ク
ラ
シ

ー
教
育
と
い
う
「
新
教
育
理
論
」
を
実
践
し
て
自
己
満
足
す
る
教
師
や
学
校
に
反

感
を
感
じ
て
い
た
。
小
・
中
学
時
代
の
福
田
に
は
こ
の
よ
う
な
両
面
性
を
見
て
と

る
こ
と
が
で
き
る
。

補
足
で
あ
る
が
、
福
田
は
二
中
で
も
高
橋
義
孝
と
同
級
生
と
な
っ
て
い
る
。
ま

た
同
級
生
に
は
ほ
か
に
、
山
崎
正
一
（
哲
学
者
）
な
ど
も
い
た
。
ま
た
か
な
り
後

に
な
る
が
、
中
村
雄
二
郎
（
哲
学
者
）
も
同
校
を
卒
業
し
て
い
る
。
中
村
は
後

年
、
福
田
の
主
宰
す
る
勉
強
会
（
ア
ル
プ
ス
会
、
一
九
五
六
年
〜
）
に
参
加
し
た

り
、
い
く
つ
か
の
福
田
論
（「
福
田
恆
存
論
の
試
み
」
な
ど
）
を
発
表
し
た
り
し

て
い
る
。
演
劇
的
人
間
・
社
会
観
と
い
う
点
で
、
福
田
と
中
村
に
は
共
通
点
が
あ

る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
他
稿
で
扱
い
た
い
と

14
）

思
う
。

二

高
校
時
代
の
福
田

演
劇
、
批
評
へ

⑴

学
生
運
動
か
ら
距
離
を
と
る

福
田
は
、
昭
和
五
年
、
旧
制
・
浦
和
高
等
学
校
、
通
称
・
浦
高
に
進
学
す
る
。

浦
高
は
戦
後
の
学
制
改
革
で
埼
玉
大
学
と
な
る
。

浦
高
は
、
武
蔵
野
の
豊
か
な
自
然
に
抱
か
れ
、
明
る
く
、
リ
ベ
ラ
ル
（
自
由
）

な
校
風
で
知
ら
れ
て
い
た
。

人
気
が
高
く
、
福
田
が
受
験
し
た
こ
ろ
は
、
東
京
高
等
学
校
や
第
一
高
等
学
校

と
並
ぶ
全
国
屈
指
の
難
関
校
だ
っ
た
。
毎
年
受
験
シ
ー
ズ
ン
に
な
る
と
、
上
野
駅

か
ら
受
験
生
を
乗
せ
た
臨
時
列
車
が
走
り
、
風
物
詩
と
な
っ
て
い
た
。
福
田
も
こ

の
電
車
に
乗
り
込
ん
だ
こ
と
で
あ

15
）

ろ
う
。

当
時
、
中
学
の
修
業
年
限
は
五
年
だ
っ
た
が
、
飛
び
級
し
て
四
年
修
了
で
高
校

受
験
で
き
る
仕
組
み
が
あ
っ
た
。
い
わ
ゆ
る
「
四
修
」
で
あ
る
。
福
田
も
こ
れ
に

挑
戦
し
た
が
、
結
果
は
不
合
格
。
正
規
の
五
年
修
了
に
よ
る
進
学
と
な
っ
た
。

旧
制
高
校
は
、
文
科
と
理
科
に
コ
ー
ス
が
分
か
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
第
一
外
国
語
の

種
類
に
よ
っ
て
、
甲
類
（
英
語
）・
乙
類
（
ド
イ
ツ
語
）・
丙
類
（
フ
ラ
ン
ス
語
）

の
三
ク
ラ
ス
に
分
か
れ
て
い
た
。
福
田
は
、
文
科
・
甲
類
（
英
語
）
に
進
学
し

た
。さ

て
、
浦
高
時
代
の
福
田
は
ど
ん
な
学
生
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

福
田
の
在
学
中
、
全
国
の
高
校
で
は
、
学
生
運
動
の
嵐
が
吹
き
荒
れ
て
い
た
。

そ
の
背
景
に
は
、
昭
和
に
入
る
こ
ろ
か
ら
悪
化
し
た
経
済
状
況
が
あ
っ
た
。
福
田
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の
在
学
期
間
と
重
な
る
昭
和
六
、
七
年
に
は
、
全
国
の
高
校
で
、
同
盟
休
校
が
頻

発
、
学
生
の
検
挙
や
処
分
の
件
数
は
ピ
ー
ク
に
達

16
）

し
た
。

浦
高
も
例
外
で
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
福
田
が
学
生
運
動
に
関
わ
っ
た
形
跡

は
な
い
。

福
田
が
入
学
し
て
ほ
ど
な
く
、
浦
高
で
は
、
前
年
に
次
ぐ
二
度
目
の
同
盟
休
校

騒
ぎ
が
起
こ
っ
た
。
当
時
全
国
の
高
校
で
は
、
文
部
省
か
ら
の
派
遣
講
師
に
よ

る
、
学
生
の
「
思
想
善
導
」
を
目
的
と
し
た
講
演
会
が
相
次
い
で
開
催
さ
れ
て
い

た
。
こ
の
よ
う
な
講
演
会
が
福
田
の
入
学
直
後
、
浦
高
で
も
開
催
さ
れ
た
が
、
左

派
の
学
生
新
聞
が
、
講
師
を
か
ら
か
う
記
事
を
掲
載
。
学
校
が
関
係
学
生
に
停
学

処
分
を
下
し
た
こ
と
が
同
盟
休
校
騒
ぎ
の
発
端
だ
っ
た
。

学
生
新
聞
は
、
全
校
生
徒
に
同
盟
休
校
を
呼
び
か
け
、
ほ
と
ん
ど
の
ク
ラ
ス
は

こ
れ
に
応
じ
た
。
し
か
し
福
田
の
ク
ラ
ス
、
つ
ま
り
文
科
甲
類
の
一
年
生
だ
け

は
、
ス
ト
ラ
イ
キ
の
理
由
が
不
明
確
で
あ
る
と
し
て
、
こ
れ
に
参
加
し
な
か
っ

た
。
も
と
も
と
学
生
新
聞
が
、
無
理
に
同
盟
休
校
に
持
ち
込
ん
だ
き
ら
い
が
あ

り
、
一
般
学
生
の
間
に
は
、
冷
め
た
反
応
も
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
騒
乱
は
、
関

係
学
生
の
陳
謝
に
よ
っ
て
終
息
し
た
。

し
か
し
、
こ
の
一
件
以
降
も
、
浦
高
の
「
シ
ュ
ト
ゥ
ル
ム
・
ウ
ン
ト
・
ド
ラ
ン

ク
（
疾
風
怒
濤
）
の
時
代
」（『
瑶
沙
抄
誌
』）
は
続
い
た
。
だ
が
、
以
後
も
、
福
田

が
学
生
運
動
に
興
味
を
示
し
た
形
跡
は

17
）

な
い
。

⑵

演
劇
青
年

で
は
、
当
時
の
福
田
の
関
心
は
、
ど
こ
に
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
第
一

に
、
演
劇
に
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
高
校
時
代
、
福
田
は
、「
劇
作
家
に
な
ら
う

と
思
つ
て
ゐ
た
」（「
私
の
演
劇
白

18
）

書
２
」）
の
で
あ
る
。

こ
れ
に
は
、
幼
少
期
か
ら
母
親
の
影
響
で
演
劇
に
親
し
ん
で
き
た
と
い
う
こ
と

も
関
わ
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
直
接
の
き
っ
か
け
と
な
っ
た
の
は
、
二
中

時
代
の
ふ
た
り
の
恩
師
か
ら
の
影
響
だ
っ
た
。

そ
の
ひ
と
り
は
、
落
合
欽
吾
で
あ
る
。
福
田
は
、
落
合
か
ら
の
影
響
が
「
演
劇

に
向
か
っ
た
決
定
的
な
原
因
」
で
あ
り
、
高
校
時
代
に
「
初
め
て
書
い
た
戯
曲
を

お
見
せ
し
て
批
評
を
頂
き
、
そ
の
後
も
戯
曲
を
書
く
た
び
に
見
て
」（
前
掲
「
い
い

意
味
で
の
ス
パ
ル
タ

19
）

教
育
」）
も
ら
っ
た
と
述
べ
て
い
る
。
当
時
落
合
は
、
二
中
を
退

任
し
、
新
潟
高
等
学
校
（
現
在
の
新
潟
大
学
）
に
転
出
し
て
い
た
が
、「
な
ぜ
か

先
生
と
私
と
は
う
ま
が
合
ふ
ら
し
く
、
そ
の
後
も
文
通
が
続
き
、
中
学
卒
業
後

も
、
上
京
さ
れ
る
度
に
お
目
に
か
か
つ
た
も
の
で
あ
る
」（「
覚

20
）

書
三
」）
と
福
田
は

記
し
て
い
る
。

も
う
ひ
と
り
は
、
横
山
藤
吾
で
あ
る
。

三
年
生
の
時
で
し
た
が
、
作
文
で
初
め
て
三
重
マ
ル
を
下
さ
っ
た
の
で
す
。

そ
れ
ま
で
の
作
文
は
ふ
つ
う
平
叙
体
の
地
の
文
章
で
書
き
ま
し
た
。
で
い
つ
も

点
が
悪
か
っ
た
の
で
す
が
、
そ
の
時
は
別
に
な
ん
の
下
心
も
な
し
に
偶
然
会
話

体
で
書
い
た
の
で
す
。
そ
し
た
ら
「
き
み
は
会
話
と
い
う
の
を
実
に
う
ま
く
使

小・中・高校時代の福田恆存―新資料を用いて
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え
る
」
と
い
う
お
褒
め
に
あ
ず
か
っ
た
。
こ
じ
つ
け
の
よ
う
で
す
が
、
い
ま
ふ

り
か
え
っ
て
み
る
と
、
そ
れ
が
切
っ
か
け
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
高
校
時
代
に
は

英
文
で
い
ろ
い
ろ
戯
曲
を
読
み
あ
さ
り
ま
し
た
か
ら
（
前
掲
「
い
い
意
味
で
の
ス

パ
ル
タ

21
）

教
育
」）
。

こ
の
よ
う
な
き
っ
か
け
に
よ
っ
て
福
田
は
、
演
劇
に
対
す
る
関
心
を
深
め
て
い

っ
た
。

高
校
時
代
、
最
初
に
手
に
取
っ
た
戯
曲
は
、
ス
ト
リ
ン
ド
ベ
リ
ー
だ
っ
た
。
そ

の
後
、「
チ
ェ
ー
ホ
フ
、
イ
プ
セ
ン
を
始
め
、
近
代
劇
全
集
に
読
み
ふ
け
り
、
シ

ン
グ
や
グ
レ
ゴ
リ
ー
や
ゴ
ル
ズ
ワ
ー
ジ
ー
を
原
書
で
読
み
は
じ
め
た
。
シ
ェ
イ
ク

ス
ピ
ア
に
は
最
も
興
味
を
感
じ
た
が
、
こ
れ
は
逍
遥
訳
で
、
原
書
は
大
学
時
代
に

入
っ
て
か
ら
は
じ
め
て
読
ん
だ
」（「
叙
事
詩
へ
の

22
）

憧
れ
」）
。

同
級
生
だ
っ
た
金
田
一
春
彦
は
、「
福
田
君
は
当
時
か
ら
何
か
英
語
の
原
書
の

よ
う
な
も
の
を
小
脇
に
抱
え
て
歩
い
て

23
）

い
た
」
と
述
べ
て
い
る
が
、
そ
の
原
書
と

は
、「
シ
ン
グ
や
グ
レ
ゴ
リ
ー
や
ゴ
ル
ズ
ワ
ー
ジ
ー
」
な
ど
で
あ
っ
た
こ
と
だ
ろ

う
。ま

た
、
こ
こ
に
出
て
く
る
『
近
代
劇
全
集
』
は
、
当
時
第
一
書
房
か
ら
刊
行
さ

れ
て
い
た
全
四
三
巻
の
戯
曲
全
集
で
あ
る
。
い
わ
ゆ
る
円
本
で
あ
る
。
福
田
の
世

代
の
劇
作
家
に
は
、
な
じ
み
の
シ
リ
ー
ズ
で

24
）

あ
る
。

劇
場
に
も
よ
く
足
を
運
ん
だ
。
新
劇
（
近
代
劇
）
が
中
心
だ

25
）

っ
た
。

⑶

我
国
新
劇
運
動
の
過
去
と
現
在
」

当
時
の
新
劇
界
は
、
左
翼
政
治
思
想
に
立
つ
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
演
劇
に
よ
っ
て
独

占
さ
れ
つ
つ
あ
っ
た
。

し
か
し
福
田
は
、
こ
う
し
た
新
劇
の
政
治
化
と
い
う
状
況
に
対
し
て
、
ひ
と
つ

の
文
章
を
書
い
て
、
疑
問
を
呈
し
て
い
る
。
高
校
三
年
の
と
き
に
、『
浦
高
時
報
』

（
昭
和
七
年
六
月
一
四
日
）
の
「
文
藝
欄
」
に
発
表
し
た
「
我
国
新
劇
運
動
の
過

去
と
現
在
」
が
そ
れ
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
表
題
に
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
新
劇

の
全
体
像
を
福
田
な
り
に
描
き
出
し
た
も
の
で
あ
る
。

そ
れ
に
よ
る
と
、
日
本
の
新
劇
は
、
坪
内
逍
遥
の
「
文
藝
協
会
」
や
小
山
内

薫
、
市
川
左
団
次
の
「
自
由
劇
場
」
に
は
じ
ま
り
、
守
田
勘
彌
の
「
文
藝
座
」
や

市
川
猿
之
助
の
「
春
秋
座
」
を
経
て
、
小
山
内
薫
に
率
い
ら
れ
た
「
築
地
小
劇

場
」
で
一
応
の
到
達
点
に
達
し
た
。

し
か
し
、
小
山
内
の
死
に
よ
っ
て
「
築
地
小
劇
場
」
が
解
散
す
る
（
昭
和
四

年
）
と
同
時
に
、
新
劇
界
は
、
急
速
に
政
治
的
傾
斜
を
深
め
、
現
在
で
は
「
マ
ル

キ
シ
ズ
ム
宣
伝
機
関
」
の
様
相
を
呈
し
て
い
る
。

し
か
し
、
こ
の
ま
ま
「
芸
術
」
と
し
て
の
「
演
劇
」
は
消
滅
し
て
し
ま
っ
て
良

い
の
だ
ろ
う
か
。「
世
間
」
の
「
嘲
笑
を
恐
れ
て
左
に
許
り
よ
ろ
め
く
必
要
が
何

処
に
あ
る
の
か
」。

福
田
は
こ
の
よ
う
に
問
い
か
け
た
う
え
で
、
そ
の
年
（
昭
和
七
年
）
の
二
月

に
、
友
田
恭
介
、
田
村
秋
子
に
よ
っ
て
創
設
さ
れ
た
「
築
地
座
」
に
注
目
す
る
。

「
築
地
座
」
は
、「
築
地
小
劇
場
」
の
小
山
内
路
線
を
継
い
で
、「
芸
術
」
と
し
て
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の
「
演
劇
」
の
復
興
を
旗
印
に
掲
げ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

福
田
は
、「
築
地
座
」
へ
の
期
待
を
表
明
し
て
、
文
章
を
閉
じ
て
い
る
。

前
述
の
学
生
運
動
へ
の
ス
タ
ン
ス
と
同
様
、
こ
こ
で
も
福
田
は
、
政
治
的
左
傾

化
の
風
潮
に
対
し
て
距
離
を
と
っ
て
い
る
。

福
田
は
、
か
な
ら
ず
し
も
、
マ
ル
ク
ス
主
義
や
そ
の
運
動
を
批
判
し
て
い
る
わ

け
で
は
な
い
。
た
だ
、
政
治
が
芸
術
を
利
用
す
る
こ
と
に
疑
義
を
呈
し
て
い
る
の

で
あ
る
。
ま
た
、
ひ
と
び
と
が
時
代
の
風
潮
に
流
さ
れ
て
い
く
こ
と
に
批
判
を
投

げ
か
け
て
い
る
の
で
あ
る
。

ま
た
福
田
は
、「
我
国
新
劇
運
動
の
過
去
と
現
在
」
に
お
い
て
、「
築
地
座
」
の

提
唱
す
る
「
創
作
中
心
主
義
」
に
も
賛
同
を
示
し
て
い
る
。

創
作
中
心
主
義
」
と
は
、
日
本
人
の
手
に
な
る
創
作
劇
を
上
演
戯
曲
の
中
心

に
据
え
よ
う
と
い
う
考
え
方
で
あ
る
。
こ
う
し
た
主
張
の
背
景
に
は
、
次
の
よ
う

な
反
省
が
存
在
し
た
。
こ
れ
ま
で
の
新
劇
は
、
翻
訳
劇
が
中
心
だ
っ
た
。
反
対
か

ら
い
え
ば
、
日
本
人
の
手
に
な
る
創
作
劇
は
ほ
と
ん
ど
存
在
し
な
か
っ
た
。
そ
れ

が
、
日
本
に
お
け
る
新
劇
の
定
着
を
阻
害
し
て
き
た
の
で
は
な
い
か
。

⑷

或
る
街
の
人
」

福
田
は
、
こ
う
し
た
見
方
に
賛
同
を
示
し
、「
創
作
中
心
主
義
」
の
歴
史
的
意

義
を
強
調
し
て
い
る
。
そ
し
て
福
田
は
、
そ
れ
に
止
ま
ら
ず
、「
築
地
座
」
の
創

作
戯
曲
の
募
集
に
み
ず
か
ら
応
じ
て
い
っ
た
。

築
地
座
」
は
、
繰
り
返
し
に
な
る
が
、
昭
和
七
年
二
月
に
、
友
田
恭
介
、
田

村
秋
子
に
よ
っ
て
創
設
さ
れ
た
。
ふ
た
り
は
、
夫
婦
で
あ
り
、
も
と
も
と
「
築
地

小
劇
場
」
の
代
表
的
な
俳
優
と
し
て
活
躍
し
て
い
た
が
、
同
劇
団
の
解
散
後
は
、

左
翼
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
劇
と
は
一
線
を
画
し
た
活
動
（「
新
東
京
」
の
創
設
な
ど
）

を
展
開
し
て
い
た
。

築
地
座
」
の
顧
問
に
は
、
久
保
田
万
太
郎
、
里
見
弴
、
そ
れ
に
岸
田
國
士
が

就
き
、
文
芸
部
員
と
し
て
、
大
江
良
太
郎
、
八
住
利
雄
が
参
画
し
た
。

友
田
は
、
第
一
回
公
演
（
二
月
二
〇
〜
二
一
日
）
の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
に
「《
新

し
き
作
者
を
の
ぞ
む
》

築
地
座
創
設
に
際
し
て
」
と
題
し
た
一
文
を
寄
せ
、

「
創
作
劇
を
で
き
る
だ
け
沢
山
や
っ
て
い
く
」
と
宣
言
。
続
け
て
、
次
の
「
築
地

座
上
演
戯
曲
募
集
」
を
掲
げ
た
。

隠
れ
た
若
い
作
家
を
不
振
な
戯
曲
壇
に
紹
介
す
べ
く
、
築
地
座
上
演
脚
本

を
募
集
い
た
し
ま
す
。

枚
数
に
制
限
を
附
し
ま
せ
ん
。
自
由
な
気
持
ち
で
自
信
の
あ
る
作
品
を
お

送
り
下
さ
い
。

賞
金
は
差
し
あ
げ
ら
れ
ま
せ
ん
が
、
い
い
も
の
は
、
築
地
座
の
上
演
目
録

に
入
れ
て
い
き
ま
す
。

原
稿
の
返
送
御
希
望
の
方
は
、
そ
の
由
ご
一
報
下
さ
い
。

選
者
は
久
保
田
万
太
郎
、
岸
田
國
士
氏
を
ご
依
頼
し
ま
し
た
。

福
田
が
応
じ
た
の
は
、
こ
の
募
集
だ
っ
た
。
こ
の
こ
と
に
関
し
て
、
福
田
は
次

小・中・高校時代の福田恆存―新資料を用いて

九



の
よ
う
に
回
顧
し
て
い
る
。

わ
た
く
し
が
芝
居
を
観
は
じ
め
た
の
は
、
築
地
座
分
裂
後
の
プ
ロ
レ
タ
リ
ア

演
劇
の
こ
ろ
で
、
ほ
と
ん
ど
定
期
的
に
観
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
築
地
座
か
ら

な
ん
で
す
。
築
地
座
は
ほ
と
ん
ど
は
じ
め
か
ら
観
て
い
ま
す
。
あ
の
こ
ろ
は
い

ま
と
違
っ
て
舞
台
に
い
は
ゆ
る
「
芸
術
的
陶
酔
」
も
感
じ
て
お
り
ま
し
た
ね
。

（
中
略
）
当
時
、
築
地
座
が
戯
曲
募
集
と
い
う
こ
と
を
や
っ
て
、
そ
の
と
き
に

応
募
し
て
、
そ
の
締
切
り
が
五
月
ご
ろ
で
気
が
つ
い
た
と
き
が
締
切
り
間
近
だ

っ
た
の
で
友
田
恭
介
さ
ん
に
手
紙
を
出
し
て
延
し
て
も
ら
っ
た
ん
で
す
、
一
月

く
ら
い
延
ば
し
て
も
ら
っ
て
、
早
速
書
き
は
じ
め
ま
し
た
（
福
田
恆
存
・
田
中
千

禾
夫
「《
対
談
・
福
田
恆
存
氏
に
聴
く
》
新
劇
と
近
代

26
）

文
化
」）
。

こ
う
し
て
書
き
あ
げ
た
作
品
の
題
名
は
、「
或
る
街
の
人
」。
前
述
の
、
落
合
の

指
導
を
仰
い
で
高
校
時
代
に
「
初
め
て
書
い
た
戯
曲
」
と
は
、
こ
の
作
品
の
こ
と

で
あ
る
。

応
募
に
は
、
半
年
で
た
っ
た
九
篇
し
か
集
ま
ら
ず
、
当
選
作
は
選
ば
れ
な
か
っ

た
が
、
佳
作
二
篇
が
選
出
さ
れ
、
福
田
の
「
或
る
街
の
人
」
と
、
小
川
正
夫
の

「
二
十
九
歳
」
が
選
ば
れ
た
。

し
か
し
そ
の
後
、
戯
曲
専
門
誌
の
『
劇
作
』
に
掲
載
さ
れ
た
、
川
口
一
郎
の
作

品
「
二
十
六
番
館
」
が
横
滑
り
的
に
当
選
作
と
な
り
、
第
六
回
公
演
で
上
演
さ
れ

る
運
び
と
な
っ
た
。
川
口
は
当
時
、
ア
メ
リ
カ
修
業
か
ら
帰
国
し
た
ば
か
り
の
新

人
の
劇
作
家
だ
っ
た
。『
劇
作
』
は
「
築
地
座
」
の
創
設
と
同
時
期
に
創
刊
さ
れ
、

岸
田
國
士
と
の
つ
な
が
り
も
あ
り
、「
築
地
座
」
と
は
結
び
つ
き
が
強
か
っ
た
。

川
口
の
「
二
十
六
番
館
」
は
、
上
演
さ
れ
る
と
、
岸
田
國
士
や
正
宗
白
鳥
、
辰

野
隆
な
ど
「
築
地
座
」
の
顧
問
格
の
文
人
た
ち
か
ら
激
賞
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ

た
。
福
田
も
そ
れ
を
観
て
、「
な
る
ほ
ど
こ
れ
は
私
な
ど
及
び
も
つ
か
ぬ
と
思
つ

た
」（「
覚

27
）

書
五
」）
と
い
う
。

ふ
た
た
び
福
田
の
回
想
を
き
こ
う
。

そ
の
『
二
十
六
番
館
』
上
演
後
に
築
地
座
で
お
祝
い
が
あ
っ
て
、
わ
た
く
し

も
呼
ば
れ
て
行
っ
た
ん
で
す
が
、
里
見
弴
さ
ん
の
祝
辞
で
始
ま
っ
て
会
の
終
り

の
頃
、
友
田
さ
ん
が
、「
こ
の
席
上
に
福
田
さ
ん
と
小
川
さ
ん
が
い
ら
っ
し
ゃ

る
は
ず
で
す
か
ら
立
っ
て
く
だ
さ
い
」
と
い
わ
れ
て
、
そ
の
と
き
私
が
立
上
っ

た
の
を
見
て
、
友
田
さ
ん
は
、
始
め
て
私
が
高
校
生
の
青
二
才
で
あ
る
こ
と
を

発
見
し
た
わ
け
で
、
あ
の
時
の
友
田
さ
ん
の
バ
ツ
の
悪
そ
う
な
顔
は
い
ま
だ
に

忘
れ
ら
れ
ま
せ
ん
、「
し
ま
っ
た
、
こ
ん
な
子
供
の
も
の
を
取
っ
ち
ま
っ
た
」

（
笑
）
と
い
う
顔
で
、
私
も
は
ず
か
し
く
な
っ
て
下
を
向
い
て
し
ま
い
ま
し
た
。

友
田
さ
ん
は
、
帰
り
が
け
に
は
「
手
を
入
れ
て
上
演
す
る
可
能
性
が
あ
る
か
ら

そ
の
つ
も
り
で
い
て
く
だ
さ
い
」
と
い
っ
て
く
れ
ま
し
た
が
、
友
田
さ
ん
が
戦

争
に
い
っ
て
し
ま
っ
て
、
ど
う
や
ら
失
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
ら

28
）

し
い
。

こ
の
よ
う
に
、
福
田
の
作
品
が
上
演
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
ま
た
そ
の
原
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稿
も
、
失
わ
れ
て
し
ま
っ
た
。
し
か
し
「
或
る
街
の
人
」
は
、
福
田
の
演
劇
人
と

し
て
の
出
発
を
画
す
作
品
と
し
て
、
記
念
碑
的
な
位
置
に
あ
る
と
い
え
よ
う
。

築
地
座
」（
昭
和
七
年
二
月
〜
昭
和
一
一
年
二
月
）
も
、
わ
ず
か
四
年
で
幕
を

閉
じ
る
こ
と
と
な
っ
た
が
、
昭
和
一
三
年
に
、
後
身
と
し
て
創
設
さ
れ
た
「
文
学

座
」
は
周
知
の
よ
う
に
、
戦
後
の
新
劇
界
に
大
き
な
功
績
を
残
す
こ
と
と
な
る
。

福
田
も
、
そ
の
中
心
人
物
と
し
て
活
躍
す
る
こ
と
に

29
）

な
る
。

⑸

ア
ピ
ア
を
翻
訳

と
こ
ろ
で
福
田
は
、
高
校
三
年
の
と
き
に
、
演
劇
が
ら
み
で
、
も
う
ひ
と
つ
文

章
を
発
表
し
て
い
る
。「
生
動
的
芸
術
の
諸
要
素
に
就
い
て
」（『
学
友
会
雑
誌
』
第

十
九
号
、
浦
和
高
等
学
校
学
友
会
、
昭
和
七
年
一
二
月
）
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
ア
ド
ル

フ
・
ア
ピ
ア
の
論
文

“L
’O
eu
v
re D

’A
rt V

iv
a
n
t”

（
一
九
二
一
）
の
第
一
章

の
翻
訳
で
あ
り
、R

o
sa
m
o
n
d
 
G
ild
er

が
仏
語
か
ら
英
訳
し
て
、
こ
の
年
の

“T
h
ea
tre A

rts M
o
n
th
ly
”

八
月
号
に
掲
載
し
た
も
の
を
底
本
と
し
て
い
る
。

ア
ピ
ア
（A

d
o
lp
h
e A

p
p
ia
,

一
八
六
二
｜
一
九
二
八
）
は
、
現
代
舞
台
芸
術

の
父
と
称
さ
れ
る
人
物
で
あ
る
。
照
明
と
音
楽
が
舞
台
に
お
い
て
持
つ
意
味
や
効

果
を
探
究
し
た
こ
と
で
知
ら
れ
て

30
）

い
る
。

こ
の
論
文
で
も
、
照
明
と
音
楽
の
意
味
・
効
果
を
中
心
と
し
た
独
自
の
舞
台
芸

術
論
が
展
開
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
照
明
に
は
、
俳
優
の
動
作
を
舞
台

空
間
に
結
合
さ
せ
る
効
果
が
あ
り
、
音
楽
に
は
、
同
じ
く
俳
優
の
動
作
を
、
舞
台

に
流
れ
る
時
間
に
結
合
さ
せ
る
作
用
が
あ
る
。

福
田
は
、
解
説
文
の
な
か
で
、
ア
ピ
ア
の
ア
イ
デ
ア
に
よ
っ
て
、
演
劇
に
「
新

た
な
生
命
」
が
付
与
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
と
絶
賛
し
て
い
る
。

ま
た
「
新
劇
運
動
の
機
運
」
が
見
ら
れ
る
近
年
の
日
本
に
お
い
て
、
大
き
な
意

味
を
持
つ
で
あ
ろ
う
と
述
べ
て
い
る
。

こ
こ
で
福
田
の
い
う
「
新
劇
運
動
の
機
運
」
と
は
、「
築
地
座
」
の
創
設
と
そ

の
活
動
を
指
し
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

当
時
の
福
田
は
、「
築
地
座
」
の
動
き
を
意
識
し
な
が
ら
、
ま
た
ア
ピ
ア
な
ど

の
新
た
な
演
劇
理
論
に
触
れ
な
が
ら
、
来
る
べ
き
新
劇
を
構
想
し
よ
う
と
模
索
を

続
け
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

⑹

小
林
秀
雄
の
「
批
評
」
と
出
会
う

し
か
し
高
校
時
代
の
福
田
の
関
心
事
は
、
演
劇
だ
け
で
は
な
か
っ
た
。
福
田

は
、
当
時
の
先
端
的
な
哲
学
、
思
想
、
文
学
な
ど
に
も
広
く
興
味
を
示
し
て
い

る
。福

田
は
、
高
校
か
ら
大
学
に
か
け
て
、
哲
学
・
思
想
書
で
は
、「
ニ
ー
チ
ェ
や

フ
ッ
セ
ル
や
ベ
ル
ク
ソ
ン
や
フ
ロ
イ
ト
を
愛
読
」。
文
学
書
と
し
て
は
、「
ド
ス
ト

エ
フ
ス
キ
ー
、
ス
ト
リ
ン
ド
ベ
リ
ー
、
ス
タ
ン
ダ
ー
ル
、
フ
ロ
ー
ベ
ー
ル
な
ど
に

夢
中
に
な
っ
た
」。
ま
た
「
マ
ル
ク
ス
」
の
理
論
に
も
触
れ
、
そ
の
「
思
惟
」
の

「
方
法
」
に
興
味
を
も
っ
た
と
い
う
（
前
掲
「
叙
事
詩
へ
の

31
）

憧
れ
」）
。

し
か
し
、
な
か
で
も
強
く
惹
か
れ
た
の
は
、
小
林
秀
雄
の
「
批
評
」
だ
っ
た
。

そ
の
小
林
秀
雄
の
最
初
の
評
論
集
『
文
藝
評
論
』（
白
水
社
）
が
刊
行
さ
れ
た
の
は

小・中・高校時代の福田恆存―新資料を用いて
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昭
和
六
年
七
月
。
福
田
が
浦
高
二
年
生
の
と
き
だ
っ
た
。
同
書
に
は
、「
か
ら
く

り
」、「
様
々
な
る
意
匠
」、「
志
賀
直
哉
」、「
ア
シ
ル
と
亀
の
子
（
一
〜
四
）」、

「
文
学
は
絵
空
事
か
」、「
物
質
へ
の
情
熱
」、「
横
光
利
一
」、「
マ
ル
ク
ス
の
悟

達
」、「
文
藝
時
評
」、「
批
評
家
失
格
」（
昭
和
五
年
一
〇
月
）、「
批
評
家
失
格
」

（
昭
和
六
年
二
月
）、「
心
理
小
説
」
な
ど
の
文
章
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。

福
田
は
、
こ
の
評
論
集
に
よ
っ
て
、
小
林
を
知
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
し
て
、

そ
の
内
容
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
小
林
の
「
批
評
」
と
い
う
思
考
・
表
現
の
ス
タ

イ
ル
に
魅
了
さ
れ
た
と
い
う
。
後
年
福
田
は
、「
小
林
秀
雄
の
う
ち
に
自
分
を
生

か
す
方
法
を
直
観
し
た
」、「
い
は
ば
、
ぼ
く
は
小
林
秀
雄
に
「
歩
き
方
」
の
魅
力

を
感
じ
た
の
だ
」（「
誠
実
と
い
ふ
こ
と
｜
｜
小
林
秀
雄
と
の
出
あ
ひ

32
）

｜
｜
」）
と
述
べ
て

い
る
。

こ
の
よ
う
に
高
校
時
代
の
福
田
は
、
哲
学
、
文
学
か
ら
社
会
科
学
ま
で
幅
広
く

関
心
を
持
ち
な
が
ら
も
、「
演
劇
」
と
「
批
評
」
と
い
う
二
つ
の
方
法
に
惹
か
れ
、

そ
こ
に
自
分
を
生
か
す
道
を
発
見
し
つ
つ
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
の
ち
に
福
田

は
、「
批
評
」
と
「
演
劇
」
の
両
方
の
領
域
で
、
お
お
き
な
仕
事
を
残
す
こ
と
に

な
る
。

お
わ
り
に

以
上
が
、
資
料
に
よ
っ
て
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
、
小
・
中
・
高
校
時
代
の
福

田
の
一
側
面
で
あ
る
。

そ
こ
か
ら
言
え
る
の
は
、
こ
の
時
代
に
す
で
に
、
後
年
の
福
田
の
片
鱗
が
見
ら

れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

他
者
を
忘
れ
た
自
己
陶
酔
に
対
す
る
嫌
悪
、
時
代
の
主
流
で
あ
る
左
派
の
政
治

運
動
に
対
す
る
疑
問
や
距
離
感
、
芸
術
と
し
て
の
演
劇
の
追
究
、
批
評
と
い
う
方

法
に
よ
る
思
考
・
表
現
で
あ
る
。

お
そ
ら
く
、
こ
れ
ら
は
、
す
べ
て
一
点
で
結
び
つ
い
て
い
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。

で
は
、
そ
の
一
点
と
は
何
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
エ
ッ
セ
ン
シ
ャ
ル
な
問
題
は
、
も

ち
ろ
ん
本
稿
で
は
扱
え
な
い
。
後
日
、
他
稿
で
果
た
し
た
い
。

新
資
料
の
調
査
・
利
用
に
つ
い
て
は
、
埼
玉
大
学
研
究
協
力
部
図
書
情
報
課
の

小
野
寺
伸
氏
に
格
別
の
ご
協
力
を
賜
り
ま
し
た
。
深
く
謝
意
を
表
し
ま
す
。

ま
た
福
田
逸
氏
に
は
、
新
資
料
の
利
用
に
関
し
て
ご
高
配
を
賜
り
ま
し
た
。
心

よ
り
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

千
代
田
区
立
お
茶
の
水
小
学
校
校
長
の
小
林
勇
司
氏
、
並
び
に
東
京
都
立
上
野

高
等
学
校
副
校
長
の
大
野
哲
也
氏
に
も
、
資
料
面
で
大
変
お
世
話
に
な
り
ま
し

た
。
厚
く
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

注１
）

い
い
意
味
で
の
ス
パ
ル
タ
教
育
」（『
高
藤
太
一
郎
先
生
を
追
憶
す
る
』
高
藤
太
一

郎
先
生
を
追
憶
す
る
会
、
昭
和
六
一
年
）
に
は
、
編
集
部
に
よ
っ
て
下
記
の
注
が
付
さ

れ
て
い
る
。「
昭
和
53
年
１
月
の
母
校
講
堂
に
お
け
る
講
演
要
旨
Ｐ
Ｔ
Ａ
新
聞
と
、
同
年

秋
の
同
窓
会
五
十
周
年
記
念
『
東
叡
』
第
９
号
収
載
・
当
時
東
城
会
長
と
の
座
談
会
記
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録
よ
り
抄
出
転
載
し
ま
し
た
」。
こ
こ
に
挙
げ
ら
れ
て
い
る
二
つ
の
資
料
に
つ
い
て
も
調

査
・
収
集
が
求
め
ら
れ
る
。
ま
た
「
苦
言
」（『
東
叡
新
聞
』
昭
和
二
四
年
一
〇
月
二
一

日
）
に
つ
い
て
は
、
中
澤
伸
弘
「
福
田
恆
存
の
逸
文
」（『
会
報
あ
ら
た
ま
』
荒
魂
之
會
、

平
成
一
七
年
四
月
一
〇
日
）
が
触
れ
て
い
る
。
本
稿
筆
者
は
同
文
に
よ
っ
て
「
苦
言
」

の
存
在
を
知
っ
た
。

２
）

埼
玉
大
学
図
書
館
官
立
浦
和
高
等
學
校
記
念
資
料
室
所
蔵

３
）

同
上

４
）

中
野
光
『
大
正
自
由
教
育
の
研
究
』（
黎
明
書
房
、
昭
和
四
三
年
）、
斎
藤
之
誉
「
大

正
自
由
教
育
期
に
お
け
る
地
理
科
自
学
輔
導
論
の
実
践
的
展
開
」（『
麗
澤
学
際
ジ
ャ
ー
ナ

ル
』
第
一
八
巻
第
二
号
、
二
〇
一
〇
年
秋
）
参
照
。

５
）
『
錦
華
の
百
年
』（
錦
華
小
学
校
創
立
百
年
記
念
会
、
昭
和
四
九
年
）、『
錦
華
の
百
拾

年
』（
創
立
百
拾
年
記
念
誌
委
員
会
、
昭
和
五
八
年
）、『
目
で
見
る
錦
華
百
二
○
年
記
念

誌
』（
東
京
都
千
代
田
区
立
錦
華
小
学
校
創
立
百
二
○
年
記
念
事
業
協
賛
会
、
平
成
五
年
）

参
照
。

６
）

福
田
恆
存
「
教
育
・
そ
の
本
質
」（『
福
田
恆
存
全
集
』
第
四
巻
、
文
芸
春
秋
、
昭
和

六
二
年
）
二
九
七
｜
三
〇
〇
頁
。

７
）

前
掲
『
錦
華
の
百
拾
年
』
三
〇
頁
。

８
）

福
田
恆
存
「
覚
書
一
」（
前
掲
『
福
田
恆
存
全
集
』
第
一
巻
）
六
五
六
｜
六
五
七
頁
。

９
）

前
掲
『
高
藤
太
一
郎
先
生
を
追
憶
す
る
』
参
照
。

10
）

前
掲
「
い
い
意
味
の
ス
パ
ル
タ
教
育
」
二
五
三
｜
二
五
五
頁
。

11
）

福
田
恆
存
「
苦
言
」（『
東
叡
新
聞
』
昭
和
二
四
年
一
〇
月
二
一
日
）
二
一
頁
。

12
）

同
上

13
）

福
田
恆
存
「
軍
の
独
走
に
つ
い
て
」（
前
掲
『
福
田
恆
存
全
集
』
第
五
巻
）
三
八
五

頁
。

14
）

ア
ル
プ
ス
会
」
に
つ
い
て
は
、
前
掲
「
年
譜
」（『
福
田
恆
存
全
集
』
第
七
巻
）
六

九
〇
頁
参
照
。
中
村
雄
二
郎
が
福
田
に
触
れ
て
い
る
文
章
と
し
て
は
以
下
の
も
の
が
あ

る
。「
福
田
恆
存
氏
と
社
会
科
学
論
」（『
日
本
文
化
の
焦
点
と
盲
点
』
昭
和
三
九
年
、
河

出
書
房
）、「
福
田
恆
存
論
の
試
み
」（『
日
本
』
昭
和
四
〇
年
二
月
、『
日
本
の
思
想
界
』

勁
草
書
房
、
昭
和
四
二
年
所
収
）、
同
「
福
田
恆
存
氏
の
自
己
劇
化
と
シ
ン
セ
リ
テ
ィ
」

（『
図
書
新
聞
』
昭
和
四
〇
年
九
月
一
八
日
、
前
掲
『
日
本
の
思
想
界
』
所
収
）、
鈴
木
忠

志
・
中
村
雄
二
郎
『
劇
的
言
語
』
エ
ッ
ソ
・
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
石
油
株
式
会
社
広
報
部
、

昭
和
五
一
年
）。

15
）
『
瑤
沙
原
誌
』（
旧
制
浦
和
高
等
学
校
開
校
五
十
周
年
記
念
事
業
委
員
会
、
旧
制
浦
和

高
等
学
校
同
窓
会
、
昭
和
四
八
年
）、『
瑤
沙
抄
誌
（
旧
制
高
等
学
校
物
語

浦
高
篇
）』

財
界
評
論
社
、
昭
和
四
〇
年
）、
原
文
兵
衛
『
以
友
輔
仁
』（
鹿
島
出
版
会
、
平
成
七
年
）、

秦
郁
彦
『
旧
制
高
校
物
語
』（
文
芸
春
秋
、
平
成
一
五
年
）
参
照
。

16
）

前
掲
『
旧
制
高
校
物
語
』
参
照
。

17
）

前
掲
『
瑤
沙
原
誌
』、『
瑤
沙
抄
誌
（
旧
制
高
等
学
校
物
語

浦
高
篇
）』、『
以
友
輔

仁
』
参
照
。

18
）

福
田
恆
存
「
私
の
演
劇
白
書
２
」（『
雲
』
第
三
号
、
現
代
演
劇
協
会
、
昭
和
三
九

年
）
五
五
頁
。

19
）

前
掲
「
い
い
意
味
で
の
ス
パ
ル
タ
教
育
」
参
照
。

20
）

福
田
恆
存
「
覚
書
三
」（
前
掲
『
福
田
恆
存
全
集
』）
五
九
七
頁
。

21
）

前
掲
「
い
い
意
味
で
の
ス
パ
ル
タ
教
育
」
参
照
。

22
）

福
田
恆
存
「
叙
事
詩
へ
の
憧
れ
｜
｜
偶
然
に
ま
か
せ
て
選
ん
で
き
た
書
物
｜
｜
」

（『
日
本
読
書
新
聞
』
昭
和
二
七
年
九
月
一
五
日
。『
福
田
恆
存
全
集
』
未
収
録
。「
年
譜
」

『
全
集
』
第
七
巻
に
は
記
載
あ
り
）
七
頁
。

23
）

金
田
一
春
彦
「
福
田
恆
存
君
を
偲
ぶ
」（『T

H
IS
 
IS

読
売
』
平
成
七
年
一
二
月
）。

同
じ
く
同
級
生
の
原
文
兵
衛
（
警
視
総
監
、
参
議
院
議
長
歴
任
）
は
「
文
科
甲
類
の
ク

ラ
ス
で
は
席
が
ア
イ
ウ
エ
オ
順
に
な
っ
て
い
た
の
で
、
先
日
亡
く
な
っ
た
劇
作
家
の
福

田
恆
存
君
と
机
を
並
べ
て
い
た
。
私
は
柔
道
三
昧
、
福
田
君
は
当
時
か
ら
シ
ェ
イ
ク
ス

ピ
ア
を
原
書
で
読
ん
で
い
た
青
年
」（
前
掲
『
以
友
輔
仁
』）
と
述
べ
て
い
る
。

24
）

大
笹
吉
雄
『
日
本
現
代
演
劇
史
（
昭
和
戦
中
篇
Ⅱ
）』（
白
水
社
、
平
成
六
年
）
一
一

六
、
一
三
九
頁
参
照
。

25
）

前
掲
「
私
の
演
劇
白
書
２
」
五
五
頁
。

26
）

福
田
恆
存
・
田
中
千
禾
夫
「《
対
談
・
福
田
恆
存
氏
に
聴
く
》
新
劇
と
近
代
文
化
」

小・中・高校時代の福田恆存―新資料を用いて

一
三



（『
新
劇
』
昭
和
三
八
年
六
月
）
六
五
頁
。

27
）

福
田
恆
存
「
覚
書
五
」（
前
掲
『
福
田
恆
存
全
集
』
第
五
巻
）
六
二
〇
頁
。

28
）

前
掲
福
田
恆
存
・
田
中
千
禾
夫
「《
対
談
・
福
田
恆
存
氏
に
聴
く
》
新
劇
と
近
代
文

化
」
六
六
頁
。

29
）

築
地
座
に
つ
い
て
は
、
田
村
秋
子
・
内
村
直
也
『
築
地
座
｜
｜
演
劇
美
の
本
質
を
求

め
て
｜
｜
』（
丸
ノ
内
出
版
、
昭
和
五
一
年
）
参
照
。
文
学
座
と
福
田
と
の
か
か
わ
り
に

つ
い
て
は
、
大
笹
吉
雄
『
日
本
現
代
演
劇
史
（
昭
和
戦
後
篇
Ⅰ
）』（
白
水
社
、
平
成
一
〇

年
）、
北
見
治
一
『
回
想
の
文
学
座
』（
中
央
公
論
社
、
昭
和
六
二
年
）、
遠
藤
浩
一
『
福

田
恆
存
と
三
島
由
紀
夫
』（
上
下
）（
麗
澤
大
学
出
版
会
、
平
成
二
二
年
）
な
ど
参
照
。

30
）

遠
山
静
雄
『
ア
ド
ル
フ
・
ア
ピ
ア
』（
相
模
書
房
、
昭
和
五
二
年
）
参
照
。

31
）

前
掲
「
叙
事
詩
へ
の
憧
れ
」
七
頁
。

32
）

福
田
恆
存
「
誠
実
と
い
ふ
こ
と
｜
｜
小
林
秀
雄
と
の
出
あ
ひ
｜
｜
」（『
文
藝
評
論
』

昭
和
二
四
年
四
月
号
）
一
｜
二
頁
、
前
掲
『
福
田
恆
存
全
集
』
第
一
巻
、
三
八
六
｜
三

八
七
頁
。

＊
川
久
保
剛
（
か
わ
く
ぼ
つ
よ
し
）

昭
和
四
九
年
生
。
上
智
大
学
卒
業
。
専
攻＝

日
本
思

想
史
。
現
在
、
麗
澤
大
学
外
国
語
学
部
准
教
授
。
著
書
に
、『
日
本
思
想
史
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
』

（
苅
部
直
、
片
岡
龍
編
、
新
書
館
、
二
〇
〇
八
年
、
共
著
）
な
ど
。
近
刊
に
『
福
田
恆
存
』

（
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
「
日
本
評
伝
選
」）。
そ
の
他
論
文
に
、「
廣
池
千
九
郎
と
伊
藤
証
信
｜
｜

「
精
神
運
動
」
の
思
想
史
に
向
け
て
」（『
比
較
思
想
研
究
』
第
三
五
号
・
別
冊
、
二
〇
〇
八

年
）
な
ど
。
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