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1　　はじめに

は
じ
め
に

　
か
つ
て
わ
た
し
の
郷
里
の
新
聞
『
信
濃
毎
日
』
に
、
桐き
り

生ゅ
う

悠ゆ
う

々ゆ
う

と
い
う
主
筆
が
い
た
こ
と
を
、
わ

た
し
は
郷
里
か
ら
学
生
と
し
て
東
京
に
出
て
き
た
そ
の
年
の
秋
、
東
京
の
新
聞
で
初
め
て
知
っ
た
の

だ
っ
た
。

　
昭
和
二
十
六
年（
一
九
五
一
）十
月
二
十
五
日
か
ら
三
日
間
三
回
に
わ
た
っ
て
、
正ま
さ

宗む
ね

白は
く

鳥ち
ょ
うは

『
東

京
新
聞
』
の
文
化
欄
に
「
人
生
如い

何か

に
生
く
べ
き
か
」
と
題
す
る
エ
ッ
セ
ー
を
書
い
た
。
そ
の
冒
頭

は
、
こ
う
で
あ
る
。

空
は
碧
玉
を
延
べ
た
や
う
で
あ
る
。
紅
玉
を
延
べ
た
や
う
で
あ
る
。
白
玉
を
延
べ
た
や
う
で
あ

る
。
秋
の
最さ

中な
か

の
今
の
世
界
は
、
現
世
こ
の
ま
ゝ
で
天
国
の
相
を
呈
し
て
ゐ
る
。
し
か
し
、
外

形
は
ど
う
で
あ
ら
う
と
、
人
類
生
活
の
実
情
は
決
し
て
の
ど
か
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
日
本
は

ど
う
な
る
か
と
い
ふ
事
は
、
誰
で
も
考
へ
る
や
う
に
な
つ
て
ゐ
る
。
少
し
で
も
泰
平
が
続
く
と
、

い
ゝ
気
に
な
つ
て
は
し
や
ぐ
の
が
、
人
間
の
習
ひ
で
あ
る
が
、
今
の
日
本
は
ど
つ
ち
を
向
い
て
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見
て
も
泰
平
無
事
の
世
の
中
で
は
な
さ
さ
う
だ
。

　
当
時
、
こ
の
老
作
家
は
戦
災
を
さ
け
て
疎
開
し
た
ま
ま
、
ま
だ
軽
井
沢
に
隠
棲
し
て
い
た
は
ず
だ
。

草
原
で
山
羊
の
か
た
わ
ら
に
百
姓
然
と
し
て
た
た
ず
む
正
宗
白
鳥
の
写
真
が
、
雑
誌
の
グ
ラ
ビ
ア
に

の
っ
て
い
た
の
を
、
そ
の
こ
ろ
わ
た
し
は
目
に
し
た
記
憶
が
あ
る
。「
碧
玉
を
延
べ
た
や
う
な
、
紅

玉
を
延
べ
た
や
う
な
、
白
玉
を
延
べ
た
や
う
な
」
秋
の
空
は
、
そ
の
こ
ろ
白
鳥
が
住
ま
っ
て
い
た
軽

井
沢
の
そ
れ
に
ち
が
い
な
い
。「
現
世
こ
の
ま
ゝ
で
天
国
の
相
を
呈
し
て
ゐ
る
」
と
い
う
感
懐
は
、

昭
和
二
十
年
ま
で
の
劫ご
う

火か

に
焼
か
れ
た
東
京
の
惨さ
ん

澹た
ん

さ
を
対
置
し
て
み
れ
ば
、
老
作
家
の
実
感
と
う

な
ず
け
る
。

　
そ
の
と
き
、
白
鳥
は
「
人
生
如
何
に
生
く
べ
き
か
」
と
自
問
せ
ざ
る
を
え
な
い
。「
人
生
如
何
に

生
く
べ
き
か
」
の
問
い
は
、
こ
の
老
作
家
が
文
壇
生
活
五
十
年
の
間
あ
く
こ
と
な
く
問
い
つ
づ
け
て

き
た
も
の
で
、
そ
れ
は
白
鳥
の
商
標
と
も
い
う
べ
き
常
套
句
の
匂
い
も
す
る
が
、
こ
の
エ
ッ
セ
ー
に

関
す
る
か
ぎ
り
、
い
つ
も
の
高
踏
さ
と
は
異
な
る
、
あ
る
べ
つ
の
響
き
を
か
な
で
て
い
た
。

　
い
ま
、
煤す
す

け
て
黄
色
く
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
そ
の
と
き
の
新
聞
を
繰
っ
て
み
る
と
、
同
じ
日
の

第
一
面
に
は
、
日
米
講
和
条
約
と
安
保
条
約
が
怒
号
の
う
ち
に
衆
議
院
の
特
別
委
員
会
を
通
過
し
た

こ
と
が
報
じ
ら
れ
て
お
り
、
委
員
会
で
の
答
弁
に
立
っ
た
首
相
吉
田
茂
が
、
駐
留
米
軍
の
出
動
問
題
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に
つ
い
て
ひ
ど
く
曖
昧
で
不
透
明
な
答
弁
を
し
た
こ
と
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
数
日
後
、
全
面
講
和

か
単
独
講
和
か
の
課イ
ッ
シ
ュ
ー題を
め
ぐ
っ
て
日
本
社
会
党
が
左
右
に
分
裂
し
て
い
く
経
過
が
わ
か
る
。
い
ま

思
え
ば
、
戦
後
政
治
の
重
要
な
転
換
点
で
、
正
宗
白
鳥
の
こ
の
エ
ッ
セ
ー
は
書
か
れ
て
い
た
の
で
あ

る
。

　
エ
ッ
セ
ー
の
前
半
に
は
、
内う
ち

村む
ら

鑑か
ん

三ぞ
う

の
名
が
登
場
す
る
が
、
内
村
の
所
得
で
は
税
金
を
払
う
必
要

が
な
い
の
に
、
彼
は
国
民
の
義
務
を
果
た
し
て
い
な
い
よ
う
で
申
し
わ
け
な
い
か
ら
払
い
た
い
と
税

務
署
に
申
し
で
た
と
い
う
よ
う
な
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
描
か
れ
る
。
要
す
る
に
、
明
治
・
大
正
の
知
識
人

は
「
人
生
如
何
に
生
く
べ
き
か
」
を
国
家
と
の
対
立
関
係
で
考
え
る
必
要
が
な
か
っ
た
。
そ
れ
に
ひ

き
か
え
、
昭
和
と
い
う
時
代
に
は
、
も
は
や
国
家
も
し
く
は
政
治
と
無
縁
な
と
こ
ろ
で
「
人
生
如
何

に
生
く
べ
き
か
」
を
考
え
る
こ
と
が
許
さ
れ
な
く
な
っ
た
の
だ
と
、
白
鳥
は
言
お
う
と
し
て
い
る
か

に
み
え
る
。
そ
の
背
後
に
は
、
国
家
も
し
く
は
政
治
の
圏
外
で
「
人
生
如
何
に
生
く
べ
き
か
」
を
考

え
よ
う
と
し
て
き
た
自
ら
の
来
し
方
へ
の
苦
い
自
省
が
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

　
そ
し
て
、
エ
ッ
セ
ー
の
最
終
回
に
、
突
然
、
桐
生
悠
々
と
い
う
耳
な
れ
ぬ
人
物
の
名
が
現
わ
れ
る
。

や
や
長
文
だ
が
、
そ
の
部
分
を
そ
の
ま
ま
引
用
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。

私
は
、
最
近
、
私
の
住
所
の
地
方
紙
信
濃
毎
日
の
記
念
号
を
偶
然
読
ん
で
ゐ
る
う
ち
、
そ
の
新
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聞
の
昔
の
主
筆
で
あ
つ
た
桐
生
悠
々
に
関
す
る
記
事
に
触し
ょ

目く
も
くし
て
、
感
慨
を
催
し
た
の
で
あ
つ

た
。
悠
々
は
青
年
時
代
に
志
を
立
て
て
徳と
く

田だ
し

秋ゅ
う

声せ
い

と
共
に
上
京
し
て
学
校
生
活
に
入
つ
た
の
で
、

私
も
、
秋
声
の
縁
で
、
二
三
度
会
つ
た
こ
と
が
あ
つ
た
が
、
今
な
ほ
心
に
残
つ
て
ゐ
る
彼
に
つ

い
て
の
印
象
は
、
彼
が
、
防
空
演
習
の
は
じ
ま
り
か
け
た
時
分
に
「
防
空
演
習
を
哂わ
ら

ふ
」
と
い

ふ
堂
々
た
る
題
目
の
下
に
、
社
説
と
し
て
激
烈
な
る
感
想
を
述
べ
た
こ
と
に
よ
つ
て
で
あ
る
。

無
法
な
所
論
の
や
う
に
思
は
れ
て
記
憶
に
印
銘
さ
れ
て
ゐ
る
が
、
そ
れ
は
新
聞
の
社
説
と
し
て

は
異
例
で
あ
つ
た
。

無
論
軍
部
の
怒
り
を
買
つ
て
、
社
を
追
出
さ
れ
る
こ
と
に
な
つ
た
の
だ
が
、
彼
は
、
そ
の
後
は
、

名
古
屋
あ
た
り
で
、
微
々
た
る
箇
人
雑
誌
を
出
し
て
、
軍
国
主
義
の
反
対
を
唱
へ
つ
ゞ
け
た
。

小
さ
い
雑
誌
だ
か
ら
、
そ
ん
な
事
も
続
け
ら
れ
た
の
で
あ
ら
う
が
、
あ
の
時
代
に
於
て
は
、
不

思
議
な
ね
ば
り
強
い
態
度
で
あ
つ
た
。

こ
の
雑
誌
は
迫
害
を
凌し
の

い
で
八
年
間
も
続
け
ら
れ
た
の
だ
さ
う
だ
が
、
今
度
信
濃
毎
日
に
抄
録

さ
れ
て
ゐ
る
そ
の
箇
人
雑
誌
の
終
刊
号
の
所
感
を
見
る
と
、
彼
は
不
治
の
重
患
に
罹か
か

る
と
ゝ
も

に
、
雑
誌
も
軍
部
の
圧
迫
の
た
め
廃
刊
と
な
つ
た
の
で
あ
つ
た
。
そ
れ
に
つ
い
て
、
彼
は
人
生

最
後
の
感
想
と
し
て
、
こ
ん
な
畜
生
道
の
地
球
に
於
て
生
存
す
る
の
は
無
意
味
だ
か
ら
死
ん
だ

方
が
い
い
と
何
物
か
を
叩
き
つ
け
る
や
う
な
口
調
で
、
憤ふ
ん

懣ま
ん

を
吐
い
て
ゐ
る
。「
畜
生
道
の
地
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球
」
と
云
つ
た
言
葉
が
鬼
気
を
帯
び
て
、
今
読
む
私
の
心
に
感
銘
さ
れ
た
。

彼
は
い
か
に
生
く
べ
き
か
、
い
か
に
死
す
べ
き
か
を
、
身
を
以
つ
て
考
慮
し
た
世
に
稀
れ
な
人

の
や
う
に
、
私
に
は
感
銘
さ
れ
た
。
こ
れ
に
比
べ
る
と
、
今
日
の
さ
ま
〴
〵
な
知
識
人
の
賢
明

な
る
所
論
も
、
た
ゞ
の
遊
戯
文
字
の
や
う
に
思
は
れ
な
い
で
も
な
い
。

　
桐
生
悠
々
に
つ
い
て
ふ
れ
た
こ
の
叙
述
の
な
か
に
は
二
、三
の
錯
誤
が
目
に
つ
く
が
、
さ
し
当
っ

て
、
問
題
の
社
説
が
「
防
空
演
習
を
哂
ふ
」
と
な
っ
て
い
る
の
は
、
正
確
に
は
「
関
東

0

0

防
空
大0

演
習

を
嗤0

ふ
」
と
訂
正
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
戦
時
中
各
地
で
行
わ
れ
た
防
空
演
習
の

こ
と
で
は
な
く
、
昭
和
八
年（
一
九
三
三
）軍
が
報
道
管
制
を
し
い
て
行
っ
た
関
東
一
円
の
防
空
大
演

習
の
こ
と
で
あ
り
、
報
道
管
制
下
に
行
わ
れ
た
そ
れ
を
桐
生
は
正
面
か
ら
批
判
し
た
の
だ
っ
た
。

　『
字
源
』
に
よ
れ
ば
、
哂0

は
「
そ
し
り
笑
う
」
と
あ
り
、
嗤0

は
「
さ
げ
す
み
笑
う
」
と
あ
っ
て
、

ど
っ
ち
で
も
よ
い
よ
う
な
も
の
だ
が
、
語
感
の
差
を
読
み
わ
け
て
み
る
と
、
前
者
を
「
か
げ
で
そ
し

り
笑
う
」
ほ
ど
の
意
味
に
と
る
と
す
れ
ば
、
後
者
は
「
面
と
向
か
っ
て
さ
げ
す
み
笑
う
」
と
で
も
い

う
べ
く
、
い
っ
そ
う
激
し
い
気
持
が
こ
め
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
昭
和
八
年
、
き
び
し
い

報
道
管
制
下
に
行
わ
れ
た
関
東
防
空
大
演
習
を
「
か
げ
で
そ
し
り
笑
っ
た
」
人
々
は
少
な
く
は
な
か

っ
た
ろ
う
し
、
正
宗
白
鳥
も
そ
の
一
人
だ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
新
聞
人
桐
生
悠
々
は
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「
か
げ
で
そ
し
り
笑
っ
て
」
す
ま
す

わ
け
に
は
い
か
な
か
っ
た
。
彼
は

「
嗤
」
と
い
う
活
字
を
え
ら
ん
で

『
信
濃
毎
日
』
の
論
説
欄
で
「
関
東

防
空
大
演
習
を
嗤
っ
た
」
の
で
あ
っ

た
。
こ
の
論
説
は
、
内
容
よ
り
も
む

し
ろ
、「
嗤
」
と
い
う
表
題
の
文
字

が
軍
部
を
は
げ
し
く
憤
ら
せ
た
と
い

わ
れ
て
い
る
。「
関
東
防
空
大
演
習

を
評
す
」
と
で
も
し
て
お
け
ば
、
事

は
荒
だ
た
ず
に
す
ん
だ
か
も
し
れ
な

い
と
も
い
わ
れ
る
。
し
か
し
、「
嗤
」

と
い
う
文
字
を
え
ら
ぶ
こ
と
は
文
字

の
遊
戯
で
は
な
く
、
表
題
を
ふ
く
め

て
、
桐
生
の
主
張
そ
の
も
の
だ
っ
た

と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。

『信濃毎日新聞』昭和 8年（1933）8月 10日付（夕刊）2面の
記事と翌 11日付（朝刊）の論説（左下）
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論
説
の
趣
旨
は
、
の
ち
に
く
わ
し
く
触
れ
る
は
ず
だ
が
、
い
ま
読
み
返
し
て
も
堂
々
と
し
た
正
論

で
あ
っ
た
。
木
造
家
屋
の
密
集
し
た
「
帝
都
」
に
敵
機
が
来
襲
す
る
よ
う
な
陸
軍
の
作
戦
計
画
を
、

真
っ
向
か
ら
批
判
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
そ
の
桐
生
の
杞
憂
は
十
年
後
に
現
実
の
も
の
と
な
る
の
だ
が
、
そ
の
と
き
、
す
で
に
彼
は
「
畜
生

道
」
に
堕
し
た
地
球
に
訣
別
し
て
、
こ
の
世
に
い
な
い
。
莫ば
く

逆ぎ
ゃ
くの

友
で
あ
っ
た
徳
田
秋
声
も
戦
火
が

東
京
の
街
を
な
め
尽
す
前
に
世
を
去
っ
て
い
た
。
も
し
徳
田
秋
声
が
敗
戦
後
存
命
で
あ
っ
た
な
ら
ば
、

必
ず
や
こ
の
莫
逆
の
友
の
水
の
上
に
描
い
た
文
字
を
想
い
起
こ
し
て
、
戦
後
い
ち
は
や
く
桐
生
悠
々

に
つ
い
て
語
っ
て
い
た
に
ち
が
い
な
い
の
だ
が
、
す
で
に
桐
生
に
伝
記
作
者
は
の
こ
っ
て
い
な
か
っ

た
。
昭
和
十
八
年（
一
九
四
三
）十
一
月
二
十
一
日
、
文
学
報
国
会
小
説
部
会
葬
と
し
て
徳
田
秋
声
の

葬
儀
が
青
山
斎
場
で
営
ま
れ
た
と
き
、
友
人
総
代
と
し
て
弔
辞
を
読
ん
だ
の
は
、
正
宗
白
鳥
で
あ
っ

た
。
そ
の
白
鳥
が
、
昭
和
二
十
六
年
の
秋
、
秋
声
に
代
っ
て
桐
生
悠
々
の
名
を
新
聞
に
書
き
の
こ
し

た
の
も
、
奇く

し
き
縁
と
い
う
べ
き
か
も
し
れ
ぬ
。

　
昭
和
二
十
六
年
の
秋
、
エ
ッ
セ
ー
「
人
生
如
何
に
生
く
べ
き
か
」
を
書
く
正
宗
白
鳥
の
脳
裡
に
は
、

昭
和
十
八
年
の
秋
の
う
そ
寒
い
青
山
斎
場
の
情
景
が
想
い
起
こ
さ
れ
て
い
た
か
も
し
れ
ぬ
。
そ
れ
か

ら
い
く
ば
く
も
な
く
、
敵
機
は
「
帝
都
」
の
上
空
を
頻
繁
に
侵
す
よ
う
に
な
り
、
街
は
な
め
る
よ
う

に
焼
き
尽
さ
れ
て
い
く
な
か
で
、
東
京
の
洗
足
池
の
ほ
と
り
に
あ
っ
た
正
宗
白
鳥
邸
も
一
夜
に
し
て
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灰か
い

燼じ
ん

と
化
し
た
。
な
ま
な
ま
し
い
体
験
が
、
フ
ィ
ル
タ
ー
と
な
っ
て
、
白
鳥
の
エ
ッ
セ
ー
に
は
〝
高

踏
派
〞
の
商
標
は
か
げ
を
ひ
そ
め
、
た
だ
一
人
「
関
東
防
空
大
演
習
を
嗤
っ
た
」
か
つ
て
の
知
人
桐

生
悠
々
の
壮
絶
な
生
涯
へ
の
感
銘
が
吐
露
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
も
あ
ろ
う
。
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先
祖
由
緒
書
か
ら
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桐
生
悠
々
は
本
名
政ま
さ

次じ

、
明
治
六
年（
一
八
七
三
）五
月
二
十
日
、
旧
加
賀
藩
士
族
桐
生
廉れ
ん

平ぺ
い

の
三

男
と
し
て
金
沢
市
高
岡
町
で
生
ま
れ
た
。
母
は
き
よ
、
そ
し
て
す
で
に
九
歳
の
善
三
郎
、
四
歳
の
佐

吉
郎
と
い
う
二
人
の
兄
が
あ
っ
た
。

　
金
沢
城
址
の
西
に
隣
接
し
た
高
岡
町
の
あ
た
り
に
は
、
武
家
屋
敷
を
思
わ
せ
る
土
塀
が
い
ま
も
そ

の
ま
ま
残
っ
て
お
り
、
街
並
を
行
く
と
、
土
塀
に
囲
ま
れ
た
屋
敷
の
庭
先
か
ら
、
剣
の
腕
を
み
が
く

武も
の

士の
ふ

た
ち
の
気
合
い
が
閑
静
な
空
気
を
裂
く
よ
う
に
し
て
伝
わ
っ
て
く
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
よ

う
な
錯
覚
に
と
ら
わ
れ
る
。
封
建
の
制
度
が
音
を
た
て
て
崩
れ
た
維
新
の
の
ち
、
武
家
屋
敷
の
機
能

を
停
止
し
て
ひ
っ
そ
り
と
静
ま
り
か
え
っ
た
こ
の
あ
た
り
の
家
並
の
ど
こ
か
ら
か
、
琴
を
つ
ま
び
く

音
や
、
謡
曲
の
し
ぶ
い
節
が
も
れ
き
こ
え
て
き
た
か
も
し
れ
な
い
。

　
そ
の
こ
ろ
、
桐
生
廉
平
が
藩
知
事
に
提
出
し
た
「
先
祖
由
緒
幷
一
類
附
帳
」
と
い
う
も
の
が
残
っ

て
い
る
が
、
維
新
当
時
、
桐
生
家
は
八
人
扶ぶ

持ち

、
明
治
四
年
現
在
二
十
九
俵
一
斗
一
升
が
給
さ
れ
て

い
た
と
あ
る
。
き
わ
め
て
軽
格
の
家
柄
で
あ
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
。

　
廉
平
の
た
ど
っ
た
「
七
世
祖
父
」
吉
右
衛
門
は
「
京
極
若わ
か

狭さ
の

守か
み

殿
ニ
テ
知
行
弐
百
石
」
と
あ
る
が
、


