
書

評

高
橋
絋
氏
の
遺
稿
『
人
間

昭
和
天
皇
』
の
背
景

所

功

人
と
人
と
の
出
会
い
は
、
偶
然
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
不
可
思
議
な

宿
縁
と
い
う
ほ
か
な
い
こ
と
も
あ
る
。
高
橋
紘
氏
と
私
と
の
出
会
い
も
、
そ

の
一
例
と
い
え
よ
う
。

こ
こ
で
は
、
彼
と
の
二
十
数
年
に
わ
た
る
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
な
交
流
を
通
じ

て
知
り
え
た
逸
話
を
織
り
ま
ぜ
な
が
ら
、
遺
作
『
人
間

昭
和
天
皇
』

（
上
・
下
）
が
完
成
さ
れ
る
に
至
る
背
景
の
一
端
を
紹
介
さ
せ
て
頂
こ
う
。

岩
波
新
書
『
象
徴
天
皇
』

高
橋
紘
氏
は
、
昭
和
四
十
年
（
一
九
六
五
）、
早
稲
田
大
学
法
学
部
を
卒

業
後
、
共
同
通
信
へ
入
社
し
て
社
会
部
に
所
属
。
同
四
十
九
年
か
ら
宮
内
記

者
会
に
籍
を
置
い
た
。
そ
れ
以
来
、
単
に
仕
事
と
し
て
皇
室
を
取
材
す
る
だ

け
で
な
く
、
自
身
の
ラ
イ
フ
ワ
ー
ク
と
し
て
現
代
の
天
皇
の
研
究
に
取
り
組

ん
だ
。
と
り
わ
け
昭
和
天
皇
に
関
心
を
寄
せ
続
け
、
そ
の
集
大
成
と
し
て

『
人
間

昭
和
天
皇
』
を
完
成
さ
せ
、
満
七
十
歳
寸
前
（
昨
年
九
月
三
十
日
）

に
天
国
へ
旅
立
っ
た
の
で
あ
る
（
彼
は
カ
ト
リ
ッ
ク
信
徒
）。

私
が
同
氏
を
知
っ
た
の
は
、
①
出
世
作
『
現
代
天
皇
家
の
研
究
』（
講
談

社
）
お
よ
び
②
鈴
木
邦
彦
氏
と
の
共
著
『
天
皇
家
の
密
使
た
ち

秘
録
・

占
領
と
皇
室
』（
現
代
史
出
版
会
）
を
読
ん
で
か
ら
で
あ
る
。
両
方
と
も
新
聞

記
者
な
ら
で
は
の
徹
底
し
た
取
材
（
資
料
発
掘
）
に
基
づ
く
研
究
成
果
が
、

平
明
な
文
章
で
綴
ら
れ
て
い
る
。

し
か
し
、
そ
れ
以
上
に
感
銘
を
受
け
た
の
が
、
昭
和
六
十
二
年
（
一
九
八

一
一
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七
）
四
月
刊
の
③
『
象
徴
天
皇
』（
岩
波
新
書
）
で
あ
る
。
本
書
は
現
行
憲
法

の
も
と
で
続
い
て
い
る
象
徴
天
皇
制
度
を
的
確
に
説
明
す
る
だ
け
で
な
く
、

そ
れ
を
具
体
的
な
取
材
実
話
な
ど
で
肉
付
け
し
な
が
ら
、
そ
の
全
体
像
を
見

事
に
描
い
て
い
る
。

そ
こ
で
、
奥
付
の
著
者
紹
介
に
「
一
九
四
一
年
生
ま
れ
」
と
あ
る
こ
と
に

も
興
味
を
そ
そ
ら
れ
、
愛
読
者
カ
ー
ド
に
寸
評
を
書
き
岩
波
書
店
へ
送
っ

た
。
す
る
と
、
ま
も
な
く
大
学
へ
電
話
が
あ
り
、
拙
著
『
日
本
の
年
号
』

（
雄
山
閣
出
版
）
に
つ
い
て
も
尋
ね
た
い
こ
と
が
あ
る
か
ら
会
い
た
い
と
い
わ

れ
、
上
京
の
折
に
日
比
谷
の
プ
レ
ス
セ
ン
タ
ー
で
食
事
を
共
に
し
た
。

そ
の
時
、
彼
と
私
の
生
年
月
日
が
全
く
同
じ
（
昭
和
十
六
年
の
十
二
月
十

二
日
）
こ
と
が
判
っ
た
。
ち
な
み
に
、
こ
の
十
二
日
に
は
、
八
日
よ
り
始
ま

っ
た
先
の
大
戦
が
閣
議
で
「
大
東
亜
戦
争
」
と
命
名
さ
れ
て
い
る
。
そ
ん
な

折
か
ら
、
彼
は
「
八
紘
一
宇
」
と
い
う
ス
ロ
ー
ガ
ン
に
基
づ
き
「
紘ひろし」
と

名
づ
け
ら
れ
、
ま
た
私
は
将
来
徴
兵
さ
れ
た
ら
勲
功
を
あ
げ
よ
と
の
思
い
を

こ
め
て
「
功いさお」
と
名
づ
け
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
以
後
、
私
は
彼
を
「
紘コウ
さ
ん
」
と
言
い
、
彼
は
私
を
「
所トコ
さ
ん
」
と

呼
び
、
ま
さ
に
兄
弟
の
よ
う
な
付
き
合
い
を
続
け
て
き
た
。
そ
の
お
か
げ

で
、
私
は
従
来
あ
ま
り
知
ら
な
か
っ
た
マ
ス
コ
ミ
や
出
版
社
な
ど
の
人
々
と

出
会
う
こ
と
が
で
き
、
ま
た
紘
さ
ん
に
学
界
や
神
社
界
な
ど
の
人
々
を
引
き

合
わ
せ
る
こ
と
も
で
き
た
。

永
積
寅
彦
『
昭
和
天
皇
と
私
』

こ
の
感
動
的
な
初
対
面
の
後
ま
も
な
く
、
昭
和
天
皇
（
八
十
六
歳
）
が
突

如
入
院
し
て
癌
の
手
術
を
受
け
ら
れ
、
さ
ら
に
一
年
後
（
昭
和
六
十
三
年
九

月
）
に
大
量
吐
血
、
そ
れ
か
ら
一
一
一
日
後
（
翌
六
十
四
年
一
月
七
日
）
満

八
十
七
歳
八
ヶ
月
余
の
生
涯
を
閉
じ
ら
れ
た
。
こ
の
一
年
数
ヶ
月
、
共
同
通

信
社
会
部
デ
ス
ク
の
紘
さ
ん
は
、
Ｘ
デ
ー
に
備
え
て
熾
烈
な
取
材
合
戦
の
陣

頭
指
揮
を
と
り
、
超
多
忙
で
あ
っ
た
に
ち
が
い
な
い
。

し
か
も
、
そ
の
間
に
、
大
事
な
資
料
を
世
に
出
し
て
い
る
。
一
つ
は
、
戦

後
し
ば
ら
く
侍
従
次
長
を
務
め
た
木
下
道
雄
氏
の
日
記
が
残
っ
て
い
る
こ
と

を
突
き
と
め
、
遺
族
と
粘
り
強
く
交
渉
し
て
諒
解
を
と
り
つ
け
、
昭
和
天
皇

の
崩
御
直
後
に
特
ダ
ネ
と
し
て
共
同
か
ら
全
国
に
配
信
し
た
。
の
み
な
ら

ず
、
そ
れ
に
詳
細
な
解
説
と
的
確
な
脚
注
を
加
え
た
④
『
側
近
日
誌
』（
文

藝
春
秋
）
を
完
成
し
て
い
る
（
そ
の
解
説
部
分
を
再
編
し
た
の
が
角
川
文
庫

『
象
徴
天
皇
の
誕
生
』）。

い
ま
一
つ
は
、
私
が
昭
和
六
十
三
年
八
月
、
新
人
物
往
来
社
か
ら
『
別
冊

歴
史
読
本
』
で
「
昭
和
大
礼
」
の
特
集
企
画
を
頼
ま
れ
た
の
で
、
六
十
年
前

の
即
位
礼
と
大
嘗
祭
に
奉
仕
さ
れ
た
永
積
寅
彦
氏
に
体
験
談
を
拝
聴
し
た
い

と
思
い
、
都
内
の
御
宅
へ
参
上
し
た
。
す
る
と
、
そ
れ
ま
で
口
外
さ
れ
な
か

っ
た
昭
和
天
皇
と
の
八
十
年
に
亘
る
思
い
出
を
話
し
て
頂
け
る
こ
と
に
な
っ

一
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た
の
で
、
次
回
か
ら
紘
さ
ん
を
誘
い
永
積
邸
へ
通
っ
た
。

京
都
で
勤
め
て
い
た
私
が
何
故
そ
ん
な
こ
と
を
為
し
え
た
か
と
い
え
ば
、

今
回
の
遺
作
（
上
七
三
頁
）
に
、「
所
は
〞
そ
の
日
〝
に
そ
な
え
て
、
Ｎ
Ｈ

Ｋ
で
元
号
や
代
替
り
の
諸
儀
式
を
解
説
す
る
た
め
、
都
内
の
ホ
テ
ル
で
か
ん

詰
め
状
態
、
京
都
と
東
京
を
行
っ
た
り
来
た
り
の
毎
日
だ
っ
た
。
…
…
そ
の

合
間
を
縫
っ
て
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
で
あ
る
。
…
…
十
五
回
ほ
ど
続
け
ら
れ

…
…
一
回
が
一
時
間
半
か
ら
二
時
間
だ
っ
た
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
イ

ン
タ
ビ
ュ
ー
の
テ
ー
プ
は
、
紘
さ
ん
の
親
友
（
浅
見
雅
夫
氏
）
に
協
力
を
え

て
毎
回
ワ
ー
プ
ロ
化
さ
れ
、
永
積
氏
に
再
検
討
し
て
も
ら
い
、
の
ち
学
習
研

究
社
か
ら
『
昭
和
天
皇
と
私
』
の
題
で
出
版
さ
せ
て
頂
い
た
。

そ
れ
以
外
に
も
、
紘
さ
ん
は
数
年
前
に
鈴
木
邦
彦
氏
と
の
共
編
で
出
し
た

昭
和
天
皇
の
記
者
会
見
記
録
を
再
編
増
補
し
て
解
説
を
加
え
、
⑤
『
陛
下
、

お
尋
ね
申
し
上
げ
ま
す
』
と
題
し
て
文
春
文
庫
に
収
め
、
さ
ら
に
平
成
元
年

（
一
九
八
九
）
新
し
く
⑥
『
昭
和
天
皇
発
言
録

大
正
九
年
〜
昭
和
六
十
四

年
の
真
実
』（
小
学
館
）
を
編
纂
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
基
本
史
料
が
今
回

の
遺
稿
に
も
活
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
申
す
ま
で
も
な
い
。

文
春
新
書
『
皇
位
継
承
』

そ
の
後
十
数
年
間
に
、
紘
さ
ん
は
⑦
『
天
皇
家
の
仕
事
』（
共
同
通
信
社
）
、

⑧
『
昭
和
天
皇
１
９
４
５
｜
１
９
４
８
』（
岩
波
現
代
文
庫
）
、
⑨
『
象
徴
天

皇
と
皇
室
』（
小
学
館
文
庫
）
お
よ
び

共
著
『
皇
位
継
承
』（
文
春
新
書
）
、

共
編
『
昭
和
初
期
の
天
皇
と
宮
中
』（
岩
波
書
店
）
な
ど
を
、
次
々
出
版
し

て
い
る
。

こ
の
う
ち
⑨
は
、
竹
前
栄
治
氏
監
修
「
シ
リ
ー
ズ
日
本
国
憲
法
・
検
証

〔
２
〕」
と
し
て
憲
法
の
条
文
に
即
し
な
が
ら
「
あ
る
べ
き
天
皇
像
」
を
具
体

的
に
論
じ
た
書
き
下
ろ
し
。
ま
た

は
、
粟
屋
憲
太
郎
・
小
田
部
雄
次
両
氏

ら
と
の
共
同
研
究
に
よ
り
、「
河
井
弥
八
日
記
」
を
翻
刻
し
詳
細
な
解
説
を

加
え
た
も
の
。
共
に
学
術
的
な
評
価
が
高
い
。

さ
ら
に

『
皇
位
継
承
』
は
、
私
と
の
共
著
で
あ
る
（
平
成
十
年
十
月

刊
）。
こ
れ
は
紘
さ
ん
が
文
藝
春
秋
社
の
新
企
画
「
文
春
新
書
」
の
第
一
号

と
し
て
引
き
受
け
、
途
中
か
ら
私
に
片
棒
を
か
つ
い
で
く
れ
と
い
わ
れ
て
、

約
半
年
で
仕
上
げ
た
。
私
は
前
半
で
「
万
世
一
系
」「
女
帝
」
の
来
歴
と
明

治
「
皇
室
典
範
」
の
成
立
史
を
論
じ
、
彼
は
後
半
で
「
御
側
女
官
」「
昭
和

天
皇
」
の
実
像
と
戦
後
「
皇
室
典
範
」
の
問
題
点
を
書
い
た
の
で
あ
る
。

両
者
の
見
解
は
大
筋
共
通
し
て
い
る
が
、
細
部
で
対
立
し
た
。
私
は
元
号

を
優
先
し
皇
室
に
敬
語
を
使
う
べ
き
だ
と
主
張
し
、
彼
は
西
暦
で
統
一
し
敬

語
も
不
要
だ
と
反
対
す
る
。
結
局
、
編
集
長
の
白
川
浩
司
氏
が
間
を
取
り
持

ち
、
年
代
表
示
は
元
号
（
西
暦
）、
敬
語
は
不
使
用
と
決
ま
っ
た
。

そ
の
過
程
で
二
人
と
も
真
剣
に
心
配
し
た
の
は
、
も
し
現
行
典
範
の
よ
う

高橋絋氏の遺稿『人間 昭和天皇』の背景
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な
イ
皇
位
継
承
資
格
を
「
男
系
の
男
子
」
に
限
定
し
、
ま
た
ロ
天
皇
・
皇
族

に
「
養
子
」
を
禁
止
し
、
さ
ら
に
ハ
「
皇
族
女
子
」
が
一
般
男
子
と
結
婚
な

さ
れ
ば
皇
室
か
ら
除
外
す
る
、
と
い
う
三
重
の
厳
し
い
制
約
を
続
け
て
い
た

ら
、
や
が
て
皇
室
が
衰
退
し
滅
亡
し
て
し
ま
い
か
ね
な
い
こ
と
で
あ
る
。
そ

れ
ゆ
え
、
将
来
的
に
イ
女
帝
・
母
系
天
皇
も
ロ
皇
族
養
子
も
ハ
女
性
宮
家
も

容
認
す
る
よ
う
な
典
範
の
改
正
が
必
要
だ
と
主
張
し
て
き
た
の
で
あ
る
。

三
者
共
著
『
皇
室
事
典
』

そ
れ
か
ら
数
年
後
（
平
成
十
七
年
）、
小
泉
内
閣
の
も
と
で
「
皇
室
典
範

有
識
者
会
議
」
が
一
年
近
く
開
か
れ
、
私
も
ヒ
ア
リ
ン
グ
で
管
見
を
述
べ

た
。
そ
の
報
告
書
の
結
論
は
、
イ
女
帝
・
母
系
天
皇
も
ハ
女
性
宮
家
も
公
認

す
る
の
み
な
ら
ず
、
継
承
順
位
は
直
系
長
子
を
優
先
す
る
、
と
い
う
紘
さ
ん

の
見
解
に
近
い
。
そ
れ
に
対
し
て
、
私
は
継
承
順
位
の
み
皇
子
・
皇
孫
の
間

で
男
子
優
先
と
す
る
方
が
穏
当
だ
と
唱
え
た
。

し
か
し
、
い
わ
ゆ
る
保
守
論
壇
の
中
で
は
「
男
系
男
子
こ
そ
万
世
一
系
」

と
の
主
張
が
強
い
。
し
か
も
、
翌
十
八
年
九
月
、
秋
篠
宮
家
に
悠
仁
親
王
が

誕
生
さ
れ
て
、
次
の
次
の
次
ま
で
「
男
系
の
男
子
」
に
よ
り
継
承
が
可
能
な

状
況
を
迎
え
、
典
範
改
正
論
議
は
立
ち
消
え
に
な
っ
た
。

け
れ
ど
も
、
私
は
歴
史
家
と
し
て
、
ま
た
紘
さ
ん
は
現
場
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス

ト
と
し
て
、
こ
の
ま
ま
漫
然
と
推
移
し
て
よ
い
は
ず
が
な
い
、
と
の
思
い
を

持
ち
続
け
た
。
そ
こ
で
私
は
、
文
部
省
在
任
中
に
同
僚
だ
っ
た
美
和
信
夫
氏

（
故
人
）
と
計
画
を
試
み
た
こ
と
の
あ
る
『
皇
室
事
典
』
を
作
り
、
多
く
の

人
々
に
皇
室
の
歴
史
と
現
状
を
ト
ー
タ
ル
に
理
解
し
て
も
ら
う
必
要
が
あ
る

と
考
え
、
紘
さ
ん
に
相
談
し
て
即
座
に
賛
同
を
え
た
。

た
だ
、
事
典
の
編
纂
に
は
面
倒
な
作
業
が
多
く
、
ま
た
出
版
社
が
乗
り
気

に
な
ら
ね
ば
出
来
な
い
。
そ
こ
で
、
そ
れ
以
前
か
ら
京
都
産
業
大
学
日
本
文

化
研
究
所
の
月
例
会
に
も
参
加
し
て
い
た
モ
ラ
ロ
ジ
ー
研
究
所
の
橋
本
富
太

郎
氏
に
、
基
礎
的
な
資
料
作
成
な
ど
の
協
力
を
求
め
た
。
ま
た
、
出
版
社
は

数
年
前
に
拙
著
『
京
都
の
三
大
祭
』（
角
川
選
書
）
の
編
集
を
担
当
し
た
宮
山

多
可
志
氏
が
角
川
学
芸
出
版
の
重
役
と
な
り
、
こ
の
大
事
業
を
快
く
引
き
受

け
て
く
れ
た
。

し
か
し
、
よ
り
レ
ベ
ル
の
高
い
も
の
と
す
る
に
は
、
優
秀
な
研
究
者
の
結

集
が
必
要
と
考
え
た
。
そ
こ
で
代
表
編
者
に
は
、
紘
さ
ん
と
私
と
共
に
両
者

の
畏
敬
す
る
米
田
雄
介
氏
（
宮
内
庁
書
陵
部
編
修
課
長
・
正
倉
院
事
務
所
長

な
ど
を
経
て
神
戸
女
子
大
学
教
授
）
が
加
わ
り
、
ま
た
執
筆
者
と
し
て
私
の

関
係
で
京
都
の
竹
居
明
男
・
五
島
邦
治
両
氏
、
米
田
氏
の
関
係
で
東
京
の
西

川
誠
氏
、
紘
さ
ん
の
関
係
で
静
岡
の
小
田
部
雄
次
氏
な
ど
が
、
各
々
専
門
分

野
を
分
担
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

そ
れ
か
ら
約
四
年
か
け
て
原
稿
が
出
揃
い
、
代
表
編
者
三
人
で
何
度
も
検
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討
を
加
え
、
よ
う
や
く
平
成
二
十
一
年
五
月
、
大
婚
五
十
年
記
念
の
意
味
も

こ
め
て
刊
行
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
そ
の
間
に
三
者
で
激
論
し
た
こ
と
も
少

な
く
な
い
が
、
紘
さ
ん
は
言
う
べ
き
こ
と
を
強
く
言
い
な
が
ら
、「
あ
と
は

所トコ
さ
ん
に
ま
か
せ
る
よ
」
と
か
「
編
集
者
の
立
場
も
考
え
な
き
ゃ
な
」
と
気

配
り
す
る
。
そ
ん
な
紘
さ
ん
が
益
々
好
き
に
な
っ
た
。

『
人
間

昭
和
天
皇
』
と
偲
ぶ
会

こ
の
『
皇
室
事
典
』
が
出
た
約
一
年
後
、
紘
さ
ん
は
三
十
数
年
に
わ
た
り

ラ
イ
フ
ワ
ー
ク
と
し
て
現
場
で
直
接
取
材
し
丹
念
に
調
査
研
究
を
続
け
て
き

た
膨
大
な
資
料
を
活
用
し
て
、「
俺
に
し
か
書
け
な
い
昭
和
天
皇
伝
」
の
執

筆
に
取
り
組
み
始
め
た
。

け
れ
ど
も
「
五
十
枚
ほ
ど
書
い
た
と
こ
ろ
で
食
道
ガ
ン
が
発
見
さ
れ
」、

そ
れ
か
ら
約
一
年
間
、
五
回
も
入
退
院
を
繰
り
返
し
、
昨
年
「
九
月
十
日
」

付
の
「
あ
と
が
き
」
を
講
談
社
の
横
山
建
城
氏
に
渡
し
て
、
そ
の
二
十
日
後

に
永
眠
し
た
。

そ
の
間
に
私
は
何
度
も
電
話
と
フ
ァ
ッ
ク
ス
で
質
問
を
受
け
、
夏
前
に
声

が
出
な
く
な
っ
て
か
ら
は
メ
ー
ル
を
交
わ
し
た
。
し
か
し
、
見
舞
に
は
絶
対

に
来
て
く
れ
る
な
と
い
わ
れ
、
カ
ラ
オ
ケ
と
ゴ
ル
フ
で
鍛
え
た
元
気
な
紘
さ

ん
の
イ
メ
ー
ジ
を
持
ち
続
け
て
い
る
。
明
け
て
新
年
一
月
十
七
日
、
プ
レ
ス

セ
ン
タ
ー
で
催
さ
れ
た
「
偲
ぶ
会
」
に
飾
ら
れ
た
遺
影
は
、
二
十
八
年
前
の

初
対
面
と
同
じ
よ
う
な
笑
み
を
満
面
に
た
た
え
て
お
り
、
各
界
か
ら
馳
せ
つ

け
た
三
百
名
近
い
参
加
者
を
魅
了
し
た
。

そ
の
偲
ぶ
会
の
発
起
人
は
、
共
同
通
信
幹
部
三
名
と
研
究
仲
間
の
粟
野
憲

太
郎
・
保
阪
正
康
両
氏
な
ど
、
ま
た
「
送
る
こ
と
ば
」
は
猪
瀬
直
樹
東
京
都

副
知
事
・
小
田
部
雄
次
静
岡
福
祉
大
学
教
授
な
ど
と
共
に
、
私
も
上
述
の
よ

う
な
想
い
出
の
一
端
を
述
べ
た
。

こ
の
席
で
来
賓
代
表
の
挨
拶
に
立
た
れ
た
渡
辺
允
前
侍
従
長
は
、
父
君
が

昭
和
天
皇
の
御
学
友
で
も
あ
っ
た
か
ら
、
紘
さ
ん
が
し
ば
し
ば
訪
ね
て
い
た

こ
と
も
ふ
ま
え
て
、「
今
回
の
遺
作
は
、
人
間
昭
和
天
皇
を
心
か
ら
敬
愛
す

る
人
間
高
橋
紘
さ
ん
が
、
現
場
主
義
に
徹
し
て
、
正
確
な
記
録
を
基
に
描
き

上
げ
た
見
事
な
作
品
」
で
あ
り
、
ま
た
上
下
の
巻
頭
に
「
妻
み
さ
子
に
捧
げ

る
」
と
明
記
す
る
紘
さ
ん
の
心
や
さ
し
さ
に
見
事
な
賛
辞
を
贈
ら
れ
た
。
誰

し
も
同
感
で
あ
る
。

な
お
、
紘
さ
ん
の
膨
大
な
愛
蔵
書
、
貴
重
な
取
材
記
録
は
、
御
遺
族
の
御

好
意
に
よ
り
モ
ラ
ロ
ジ
ー
研
究
所
へ
一
括
寄
贈
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ

れ
に
私
の
寄
贈
本
な
ど
も
併
せ
て
「
皇
室
関
係
資
料
文
庫
」（
仮
称
）
を
構

築
し
、
そ
れ
を
内
外
の
皇
室
研
究
者
な
ど
に
公
開
す
る
こ
と
が
、
紘
さ
ん
の

遺
志
に
も
叶
う
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
。

（
平
成
二
十
四
年
一
月
三
十
日
稿
）
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