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士
」
の
主
張
で
あ
る
。
ち
な
み
に
、
こ
の
と
き
平
吉
が
受
け
た
刺
激
に
つ
い
て
、

『
流
生
記
』
に
は
「
世
間
知
ら
ず
で
ゐ
た
私
の
心
に
も
、
海
員
の
中
や
土
方
部

屋
に
も
入
り
、
人
夫
も
し
て
か
ら
、
や
や
世
間
の
実
情
が
わ
か
り
か
け
て
来
て

ゐ
た
。
そ
こ
へ
か
う
し
た
歌
を
聴
い
た
の
だ
。
：
．
（
中
略
）
：
．
驚
異
で
あ
っ
た
。

感
激
で
あ
っ
た
」
あ
る
い
は
「
私
の
幼
稚
な
人
生
観
な
る
も
の
を
、
根
底
か
ら

変
へ
さ
せ
を
っ
た
の
も
こ
の
壮
士
歌
で
あ
っ
た
」
と
記
さ
れ
て
あ
る
。
つ
ま
り
、

こ
れ
ら
の
演
歌
を
聴
い
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
平
吉
の
人
生
観
そ
の
も
の
が
変
わ

っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
経
験
が
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
何
か
。

ま
ず
壮
士
演
歌
の
現
状
認
識
を
確
認
し
て
お
こ
う
。
東
ア
ジ
ア
の
植
民
地
化

を
阻
止
す
る
た
め
に
は
、
欧
米
列
強
の
外
圧
を
日
本
が
打
破
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
の
に
、
日
本
の
上
流
社
会
は
西
洋
文
明
に
盲
従
し
て
遊
蕩
に
ふ
け
り
、
そ

れ
故
に
伝
統
的
な
「
義
気
」
「
正
義
」
は
廃
れ
、
弱
者
は
放
置
さ
れ
て
い
る
と
い

う
の
が
、
乖
工
ロ
が
出
会
っ
た
壮
士
演
歌
の
現
状
認
識
で
あ
る
。
人
生
観
が
根
底

か
ら
変
わ
っ
た
と
い
う
『
流
生
記
』
の
文
言
は
、
平
吉
が
壮
士
演
歌
の
現
状
認

識
を
そ
の
ま
ま
受
け
入
れ
た
こ
と
を
語
っ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
先
述
し
た
よ

う
に
、
壮
士
演
歌
に
出
会
う
ま
で
の
平
吉
は
、
数
年
に
わ
た
っ
て
様
々
な
苦
汗

労
働
と
飯
場
・
木
賃
宿
で
の
生
活
を
経
験
し
て
い
る
。
そ
の
意
味
で
、
こ
の
当

時
の
平
吉
は
、
後
に
「
下
層
社
会
」
と
呼
ば
れ
る
底
辺
社
会
の
構
成
員
で
あ
っ

た
。
そ
の
よ
う
な
境
遇
に
置
か
れ
た
平
吉
が
壮
士
演
歌
を
聴
い
た
と
き
、
そ
の

内
面
で
は
彼
が
置
か
れ
た
境
遇
と
国
内
外
の
情
勢
と
が
結
び
つ
い
た
の
で
は
な

か
ろ
う
か
。
言
い
換
え
れ
ば
、
文
明
開
化
の
時
代
に
市
エ
ロ
が
体
験
し
て
き
た
底

辺
社
会
が
な
ぜ
存
在
す
る
の
か
と
い
う
こ
と
を
示
唆
す
る
も
の
と
し
て
、
平
吉

は
壮
士
演
歌
を
受
け
止
め
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
こ
の
状
況
を
あ
ら
た
め

て
日
本
が
本
来
の
文
明
国
に
な
る
た
め
に
は
、
軽
桃
浮
薄
に
流
さ
れ
る
上
流
社

会
を
攻
撃
し
、
欧
化
主
義
の
風
潮
を
あ
ら
た
め
て
弱
者
を
救
済
し
、
あ
わ
せ
て

日
本
の
国
権
を
拡
張
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
看
取
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

以
上
の
よ
う
な
平
吉
の
経
験
は
、
壮
士
演
歌
が
も
つ
啓
発
力
を
語
っ
て
い
る

と
言
え
よ
う
。
し
か
し
、
全
て
の
聴
衆
が
彼
と
同
じ
よ
う
に
啓
発
さ
れ
た
と
は

考
え
ら
れ
な
い
。
下
層
社
会
に
お
け
る
労
働
・
生
活
を
経
験
し
、
そ
れ
な
り
の

教
養
と
感
性
を
持
っ
て
い
た
か
ら
こ
そ
、
平
吉
は
感
奮
さ
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

こ
れ
以
後
平
吉
は
、
自
由
党
系
の
壮
士
演
歌
本
部
で
あ
る
青
年
倶
楽
部
に
所
属

し
、
演
歌
壮
士
と
し
て
社
会
運
動
の
一
端
を
担
う
よ
う
に
な
る
。
お
そ
ら
く
、

壮
士
演
歌
に
共
感
す
る
気
持
ち
が
湧
い
て
出
た
と
同
時
に
、
自
分
が
壮
士
演
歌

か
ら
受
け
た
刺
激
を
他
の
民
衆
に
伝
え
た
い
と
い
う
願
望
が
、
平
吉
の
中
に
芽

生
え
て
き
た
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
の
願
い
を
か
な
え
る
た
め
に
は
、
彼

は
、
自
分
と
同
等
の
教
養
と
感
性
を
持
た
な
い
人
々
を
啓
発
す
る
た
め
の
、
様
々

な
創
意
工
夫
に
取
り
組
ま
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

②
「
ラ
ッ
パ
節
」
誕
生

青
年
倶
楽
部
に
参
加
し
て
以
後
、
平
吉
は
壮
士
と
し
て
演
歌
の
読
売
に
取
り

組
む
一
方
、
自
由
党
系
の
政
治
運
動
に
も
加
勢
し
た
。
そ
し
て
、
日
清
戦
争
前

後
の
議
会
政
治
に
お
け
る
藩
閥
内
閣
と
民
党
と
の
妥
協
や
、
相
次
ぐ
疑
獄
事
件

を
目
の
当
た
り
に
す
る
こ
と
で
、
次
第
に
政
治
運
動
に
対
す
る
幻
滅
感
を
抱
く

よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
注
目
さ
れ
る
の
は
、
そ
う
し
た
政
治
腐
敗
の
根
本
要
因

と
し
て
、
拝
金
主
義
の
蔓
延
を
指
摘
す
る
記
述
が
『
流
生
記
」
に
散
見
さ
れ
る

点
で
あ
る
。
例
え
ば
、
政
友
会
の
結
成
や
星
亨
の
収
賄
発
覚
な
ど
が
相
次
い
だ
、

一
九
○
○
年
前
後
の
政
界
の
風
潮
に
つ
い
て
は
、
「
す
べ
て
こ
れ
金
、
金
。
節

義
も
何
も
あ
っ
た
も
の
で
は
な
い
。
こ
れ
が
上
下
お
し
な
べ
て
の
風
潮
で
あ
っ

た
。
す
で
に
私
た
ち
に
は
、
政
治
方
面
へ
の
興
味
は
ま
っ
た
く
失
せ
果
て
て
ゐ
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Ａ
ヘ
わ
た
し
や
よ
っ
ぽ
ど
あ
わ
て
も
の
蟇
口
拾
ふ
て
喜
ん
で
家
へ

帰
っ
て
よ
く
見
た
ら
馬
車
に
ひ
か
れ
た
ひ
き
が
へ
る
ト
コ
ト

ツ
ー
ト
ツ
ー
ト
ツ
ト
ｌ

Ｂ
ヘ
親
の
財
産
あ
て
に
す
り
ゃ
薬
缶
頭
が
邪
魔
に
な
る
入
れ
て
お

き
た
い
火
消
壺
お
こ
る
た
ん
び
に
蓋
を
す
る
ト
コ
ト
ッ
ト
ッ

ト
ッ
ト
（
記
号
は
筆
者
に
よ
る
）
祠
一
一

Ａ
は
、
ヒ
キ
ガ
エ
ル
の
死
骸
が
一
瞬
が
ま
口
に
見
え
る
ほ
ど
、
四
六
時
中
金

銭
の
や
り
繰
り
に
つ
い
て
頭
を
悩
ま
せ
ね
ば
な
ら
な
い
、
困
窮
ぶ
り
を
歌
っ
た

も
の
で
あ
り
、
Ｂ
は
、
財
産
相
続
を
め
ぐ
る
親
子
の
確
執
を
歌
っ
た
も
の
で
あ

る
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
ま
た
メ
ロ
デ
ィ
は
、
平
吉
が
演
歌
壮
士
に
身
を
投
じ

る
以
前
に
流
行
し
、
当
時
の
流
行
歌
に
も
影
響
を
残
し
た
旋
律
で
あ
る
、
フ
ラ

ン
ス
人
の
軍
楽
指
導
者
ル
ル
ー
作
曲
の
「
抜
刀
隊
」
か
ら
転
じ
た
「
ノ
ル
マ
ン

ト
ン
の
歌
」
を
、
さ
ら
に
俗
謡
調
に
転
じ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
↓
”
’
。
総
じ
て

「
ラ
ッ
パ
節
」
は
、
歌
詞
と
メ
ロ
デ
ィ
共
に
民
衆
の
日
常
生
活
に
題
材
を
求
め

た
歌
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
先
述
し
た
平
吉
の
創
意
工
夫
の
集
大
成
で
あ
る
と

言
え
よ
う
。
そ
こ
で
あ
ら
た
め
て
Ａ
・
Ｂ
二
つ
の
歌
詞
に
注
目
し
た
い
。
一
見

す
る
と
別
個
の
題
材
の
よ
う
に
思
え
る
が
、
一
弓
の
歌
詞
に
は
金
銭
が
ら
み
の

ネ
タ
と
い
う
共
通
点
が
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
金
銭
を
無
上
の
も
の
と
す
る

拝
金
主
義
に
染
ま
れ
ば
染
ま
る
ほ
ど
陥
り
が
ち
な
、
失
敗
や
紛
争
が
滑
稽
調
で

描
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
拝
金
主
義
は
民
衆
の
日
常
生
活
に
も
浸
透
し
て
い

る
こ
と
に
、
平
吉
は
気
づ
い
た
と
言
え
よ
う
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
に
考
え
る

と
、
平
吉
の
「
な
る
ほ
ど
さ
う
い
ふ
も
の
か
」
と
い
う
感
慨
の
意
味
す
る
と
こ

ろ
が
窺
え
る
の
で
は
な
い
か
。
「
ラ
ッ
パ
節
」
の
滑
稽
歌
が
流
行
す
る
の
を
目

に
し
た
と
き
、
市
工
口
は
民
衆
の
嗜
好
に
つ
い
て
一
つ
の
発
見
を
し
た
と
言
え
よ

う
。
『
流
生
聿
と
の
記
述
と
滑
稽
歌
の
内
容
か
ら
し
て
、
そ
れ
は
世
相
を
訓
刺

す
る
と
き
に
譜
誰
と
い
う
鋺
曲
的
な
表
現
を
用
い
る
こ
と
の
有
効
性
と
、
そ
の

よ
う
な
娯
楽
的
要
素
を
好
む
民
衆
の
嗜
好
の
発
見
で
あ
る
と
筆
者
は
考
え
る
。

③
「
社
会
党
ラ
ッ
パ
節
」

「
ラ
ッ
パ
節
」
に
つ
い
て
最
後
に
指
摘
し
て
お
き
た
い
こ
と
は
、
こ
の
歌
の

大
流
行
を
き
っ
か
け
に
、
平
吉
は
堺
利
彦
と
親
交
を
深
め
、
社
会
主
義
運
動
に

参
入
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
点
に
関
す
る
『
流
生

事
と
の
記
述
は
意
外
に
そ
っ
け
な
い
。
「
私
は
堺
枯
川
を
元
園
町
に
訪
ね
た
。

敬
ふ
気
持
ち
が
あ
っ
た
が
、
着
流
し
に
兵
児
帯
を
無
造
作
に
巻
き
つ
け
て
、
「
わ

た
し
、
堺
で
す
」
と
出
て
来
た
、
そ
の
は
じ
め
て
の
印
象
が
よ
か
っ
た
。
そ
の

時
堺
氏
は
「
家
庭
雑
誌
」
を
や
っ
て
ゐ
た
が
、
｜
方
新
聞
に
、
ラ
ッ
パ
節
の
替

歌
を
募
集
し
た
の
が
思
は
し
く
な
い
の
で
、
私
の
を
入
れ
た
い
と
い
ふ
の
で
あ

っ
た
。
私
は
ラ
ッ
パ
節
を
新
作
し
た
」
↑
馴
一
と
あ
る
だ
け
で
、
な
ぜ
堺
に
会
い
に

行
っ
た
の
か
、
平
吉
は
社
会
主
義
思
想
を
ど
の
よ
う
に
受
け
止
め
て
い
た
の
か
、

な
ど
の
肝
心
な
こ
と
が
語
ら
れ
て
い
な
い
。

そ
こ
で
注
目
し
た
い
の
が
、
当
時
堺
の
も
と
で
寄
食
し
な
が
ら
運
動
を
手
伝

っ
て
い
た
、
荒
畑
寒
村
の
回
想
で
あ
る
。
寒
村
の
自
伝
に
よ
れ
ば
、
「
ラ
ッ
パ

節
」
の
大
流
行
に
注
目
し
た
堺
た
ち
は
、
日
本
社
会
党
の
事
実
上
の
機
関
紙
で

あ
る
豆
と
に
「
ラ
ッ
パ
節
」
の
替
歌
を
選
評
し
て
掲
載
し
た
と
こ
ろ
、
「
堺

先
生
に
社
会
党
ラ
ッ
パ
節
を
街
頭
で
う
た
っ
て
販
売
す
る
許
可
を
乞
う
」
た
め

に
添
田
啄
蝉
坊
が
堺
家
を
訪
れ
、
堺
は
「
無
条
件
に
許
諾
」
し
た
と
い
う
↑
邸
一
。

こ
の
よ
う
に
、
夛
肌
生
記
』
と
『
寒
村
自
伝
』
を
対
比
し
た
と
き
、
「
ラ
ッ
パ
節
」

の
替
歌
（
以
下
「
社
会
党
ラ
ッ
パ
節
」
と
略
記
す
る
）
が
ど
の
よ
う
に
作
歌
さ

れ
た
の
か
と
い
う
点
を
め
ぐ
っ
て
、
叙
述
が
食
い
違
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
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創
刑
渕
矧
判
刺
割
引
剛
る
（
傍
線
能
川
）
↑
ｖ

Ａ
は
「
あ
上
金
の
世
」
、
Ｂ
は
「
あ
き
ら
め
節
」
の
歌
詞
の
一
部
を
引
用
し
た

も
の
で
あ
る
。
後
者
に
つ
い
て
は
、
当
時
刊
行
さ
れ
た
歌
本
を
閲
覧
す
る
こ
と

が
出
来
た
の
で
、
そ
の
歌
本
の
表
記
の
ま
ま
引
用
し
た
。
全
文
ひ
ら
が
な
書
き

に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
リ
テ
ラ
シ
ー
の
低
い
聴
衆
に
配
慮
し
て
い
る
こ
と
が

窺
え
る
。
と
こ
ろ
で
、
Ａ
で
は
拝
金
主
義
に
染
ま
り
き
っ
た
人
間
の
性
根
が
あ

か
ら
さ
ま
に
描
か
れ
、
Ｂ
で
は
貧
困
・
搾
取
を
宿
命
と
し
て
受
け
入
れ
て
し
ま

う
民
衆
の
姿
が
描
か
れ
る
。
添
田
知
道
に
よ
れ
ば
、
「
あ
き
ら
め
節
」
は
「
中
国

メ
イ
ソ
ァ
ー
ズ

の
〈
没
法
子
〉
・
日
本
な
ら
ば
〈
仕
方
が
な
い
〉
と
い
う
、
東
洋
特
有
の
あ
き
ら

め
の
思
想
」
｜
洲
』
が
主
題
で
あ
る
と
い
う
。
そ
れ
で
は
、
何
の
た
め
に
拝
金
主
義

や
あ
き
ら
め
道
徳
に
染
ま
り
き
っ
た
民
衆
の
姿
を
歌
詞
の
題
材
に
す
る
の
か
。

注
目
す
べ
き
は
、
拝
金
主
義
も
あ
き
ら
め
道
徳
も
、
当
時
の
唖
蝉
坊
が
演
説

ゾ
《
」
・
’
』

強
慾
非
道
と
護
ろ
う
が
我
利
々
々
亡
者
と
罵
る
が

痛
く
も
痒
く
も
あ
る
も
の
か
金
に
な
り
さ
へ
す
れ
ば
よ
い

人
の
難
儀
や
迷
惑
に
遠
盧
し
て
ゐ
ち
や
身
が
立
た
ぬ
哩

Ｂ
べ
ぢ
ぬ
し
か
ね
も
ち
は
わ
が
ま
坐
も
の
で
、
や
く
に
ん
な
ん
ぞ
は
い
ば

（
手
、
マ
）

る
も
の
、
こ
ん
な
う
き
よ
へ
う
ま
れ
て
き
た
が
、
わ
が
み
の
ふ
ん
と

あ
き
ら
め
る
。

べ
な
が
い
も
の
に
は
ま
か
れ
て
し
ま
へ
、
な
く
こ
と
じ
と
う
に
は
か
た

れ
な
い
、
び
ん
ぼ
う
は
ふ
う
ん
で
び
ょ
う
き
は
ふ
こ
う
、
と
き
よ
じ

せ
つ
と
あ
き
ら
め
る
。

ヘ

捌
剖
副
渕
判
矧
創
咽
對
矧
剴
り
め
な
さ
れ
、
あ
き
ら
め
な
さ
る
が
と
く

可
捌
刈
刈
剖
判
Ｈ
剖
利
司
り
馴
司
白
剖
側
割
引
ぶ
つ
だ
か
ら
、
あ
き
ら
め

を
す
る
際
の
主
題
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
後
で
詳
述
す
る
が
、
一
九

○
七
年
末
か
ら
翌
年
に
か
け
て
唖
蝉
坊
は
西
川
光
二
郎
と
共
に
東
北
・
北
海
道

へ
遊
説
旅
行
に
出
か
け
て
お
り
、
西
川
が
書
き
残
し
た
遊
説
日
誌
に
よ
れ
ば
、

唖
蝉
坊
は
「
金
の
世
か
人
の
世
か
」
「
あ
き
ら
め
道
徳
」
な
ど
の
題
目
で
演
説

を
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
”
↓
。
し
た
が
っ
て
、
当
時
日
本
社
会
党
員
と
し
て

活
動
し
て
い
た
唖
蝉
坊
が
、
こ
れ
ら
の
歌
や
演
説
を
通
じ
て
、
拝
金
主
義
や
あ

き
ら
め
道
徳
に
と
ら
わ
れ
た
ま
ま
で
よ
い
と
い
う
、
開
き
直
っ
た
内
容
の
訴
え

か
け
を
す
る
こ
と
な
ど
あ
り
得
な
い
。
拝
金
主
義
や
あ
き
ら
め
道
徳
を
あ
か
ら

さ
ま
に
描
く
意
図
と
し
て
考
え
ら
れ
る
の
は
、
唖
蝉
坊
に
と
っ
て
好
ま
し
く
な

い
民
衆
の
意
識
・
主
体
性
の
あ
り
方
を
直
接
的
に
提
示
し
て
、
そ
れ
で
よ
い
の

か
と
問
い
か
け
る
、
一
種
の
反
語
表
現
で
あ
る
。
Ｂ
の
傍
線
部
分
は
、
そ
の
典

型
的
な
事
例
で
あ
ろ
う
。
｝
あ
部
分
は
、
あ
き
ら
め
る
こ
と
の
呼
び
か
け
で
は

な
い
。
真
意
と
は
反
対
の
表
現
を
用
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
逆
に
本
当
に
あ
き

ら
め
て
よ
い
の
か
と
問
い
か
け
、
仮
に
「
私
は
自
由
の
動
物
（
人
間
）
だ
か
ら

あ
き
ら
め
ら
れ
な
い
」
と
思
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
だ
け
で
は
結
局
あ
き
ら
め

て
い
る
に
等
し
い
と
い
う
、
痛
烈
な
皮
肉
を
聴
衆
に
向
け
て
い
る
の
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
唖
蝉
坊
の
作
風
は
、
鋺
曲
的
表
現
を
用
い
て
格
差
や
搾
取

を
疑
問
視
す
る
よ
う
に
聴
衆
を
誘
導
す
る
一
方
、
民
衆
の
意
識
・
主
体
性
の
あ

る
が
ま
ま
の
姿
を
直
視
し
、
拝
金
主
義
や
あ
き
ら
め
道
徳
な
ど
の
「
弱
さ
」
を

主
題
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
へ
の
内
省
を
促
す
点
に
特
色
が
あ
っ
た
。

そ
こ
に
、
社
会
主
義
者
と
し
て
の
唖
蝉
坊
の
活
動
が
、
民
衆
の
日
常
生
活
に
密

着
し
て
直
接
的
伝
道
を
重
視
す
る
方
向
に
向
か
う
必
然
性
が
あ
っ
た
と
言
え

よ
う
。
な
お
、
当
時
唖
蝉
坊
が
創
作
に
関
わ
っ
た
演
歌
に
対
す
る
反
響
に
つ
い

て
は
、
「
街
頭
の
圃
叺
節
」
と
題
し
た
一
九
○
六
年
九
月
一
画
日
付
『
東
京
二

-1 2 -



六
新
聞
』
が
、
「
一
節
を
歌
ひ
了
る
毎
に
聴
衆
を
動
揺
め
か
す
る
こ
と
恐
ろ
し

き
程
な
る
は
、
頗
る
注
意
す
べ
き
現
象
た
ら
ず
む
ば
あ
ら
ず
。
…
（
中
略
）
…

斯
く
の
如
き
新
し
き
口
よ
り
し
て
一
種
の
社
会
主
義
ら
し
き
思
想
は
、
町
の
隅

よ
り
隅
に
と
鼓
吹
せ
ら
れ
む
と
す
」
と
報
じ
て
い
る
。
こ
れ
を
以
て
、
啄
暉
坊

の
働
き
か
け
や
社
会
主
義
思
想
が
聴
衆
に
浸
透
し
て
い
る
と
速
断
す
る
こ
と

は
で
き
な
い
が
、
こ
の
よ
う
な
巷
間
の
動
き
が
わ
ざ
わ
ざ
報
じ
ら
れ
る
こ
と
自

体
、
啄
揮
坊
作
品
に
は
一
定
の
反
響
が
あ
っ
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
と
言
え

」
‐
《
）
、
ノ
○

②
唖
蝉
坊
の
運
動
理
念

と
こ
ろ
で
、
本
稿
で
は
啄
蝉
坊
の
ラ
イ
フ
ヒ
ス
ト
リ
ー
を
考
察
す
る
に
あ
た

り
、
『
流
生
記
』
を
度
々
参
照
し
て
い
る
が
、
注
（
肥
）
で
も
ふ
れ
た
よ
う
に
、

『
流
生
記
』
は
嚥
暉
坊
の
社
会
主
義
者
と
し
て
の
活
動
に
は
殆
ん
ど
言
及
し
て

い
な
い
。
た
だ
し
、
そ
の
『
流
生
記
」
の
中
で
も
、
一
九
○
七
年
末
か
ら
翌
年

に
か
け
て
西
川
光
二
郎
と
共
に
出
か
け
た
、
東
北
・
北
海
道
へ
の
遊
説
・
視
察

旅
行
だ
け
は
「
北
海
道
の
旅
は
私
に
は
生
き
た
学
問
で
あ
っ
た
」
と
回
想
さ
れ

て
い
る
沁
６
『
流
生
記
』
に
こ
の
よ
う
な
叙
述
が
あ
る
こ
と
は
、
注
目
さ
れ
て

よ
い
。
啄
蝉
坊
は
東
北
・
北
海
道
で
何
を
見
聞
し
た
の
か
。
そ
し
て
、
い
か
な

る
意
味
で
こ
の
旅
行
を
「
生
き
た
学
問
」
と
し
て
受
け
止
め
る
こ
と
に
な
っ
た

の
で
あ
ろ
う
か
。

東
北
・
北
海
道
へ
の
遊
説
旅
行
は
、
『
社
会
新
聞
』
紙
上
に
遊
説
日
誌
が
掲
載

さ
れ
て
い
る
の
で
、
そ
の
足
取
り
が
具
体
的
に
つ
か
め
る
”
｜
・
そ
れ
に
よ
れ
ば
、

啄
暉
坊
と
西
川
は
東
北
・
北
海
道
に
お
け
る
地
主
・
小
作
関
係
や
北
海
道
へ
の

出
稼
ぎ
状
況
を
調
査
し
、
函
館
慈
愛
院
・
札
幌
孤
児
院
・
小
樽
施
療
院
の
収
容

者
か
ら
も
ヒ
ア
リ
ン
グ
を
試
み
て
い
る
。
そ
こ
で
唖
蝉
坊
が
発
見
し
た
の
は
、

後
年
「
凡
人
」
の
号
で
書
き
残
し
た
見
聞
録
に
、
東
北
の
小
作
農
が
「
残
り
少

な
い
土
地
を
売
っ
た
り
、
債
主
に
押
へ
つ
け
ら
れ
た
り
し
て
、
北
海
道
に
移
住

し
て
、
新
し
い
地
主
に
な
ら
う
と
企
つ
る
者
も
あ
る
が
、
地
主
は
愚
か
小
作
人

に
す
ら
な
れ
ず
、
浩
々
と
し
て
土
方
、
漁
夫
、
鉱
夫
な
ど
に
落
ち
て
行
く
」
↓
洲
一

と
記
し
て
い
る
よ
う
に
、
東
北
の
地
主
小
作
関
係
が
北
海
道
へ
の
出
稼
ぎ
移
民

を
送
り
出
し
、
さ
ら
に
北
海
道
で
の
地
主
・
小
作
関
係
が
移
民
を
没
落
に
追
い

や
り
、
飯
場
や
救
貧
施
設
へ
の
流
入
を
余
儀
な
く
さ
せ
て
い
る
と
い
う
、
東
北
・

北
海
道
の
貧
困
問
題
の
構
造
的
関
連
性
と
も
い
う
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
し

て
、
同
じ
見
聞
録
の
次
の
引
用
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
そ
の
よ
う
な
構
造
の
根

源
に
土
地
借
用
者
の
無
権
利
状
態
が
あ
る
と
、
唖
蝉
坊
は
認
識
し
て
い
た
の
で

あ
る
。

北
海
道
で
は
小
作
を
す
る
に
敷
金
が
要
る
、
敷
金
を
入
れ
ね
ば
作
る
こ
と

は
出
来
ぬ
、
其
の
敷
金
を
入
れ
得
た
処
の
小
作
権
も
、
地
主
が
代
れ
ば
消

え
て
了
う
、
中
に
は
初
め
か
ら
敷
金
を
詐
取
す
る
積
り
で
、
土
地
を
貸
す

も
の
も
あ
る
。
新
地
主
か
ら
敷
金
の
催
促
を
受
け
て
、
驚
い
て
泣
く
ノ
、

又
更
め
て
敷
金
を
入
れ
た
哀
れ
な
小
作
人
も
沢
山
あ
る
。
さ
れ
ば
、
小
作

権
の
売
買
も
非
常
に
激
し
い
、
小
作
権
は
五
十
歩
二
百
円
よ
り
千
円
位
ま

で
頁
あ
る
。
日
本
全
国
で
土
地
所
有
権
移
動
件
数
の
多
い
の
は
北
海
道
が

日
本
第
一
で
、
其
の
士
地
売
買
の
激
し
い
こ
と
が
わ
か
る
で
は
な
い
か
。

北
海
道
で
唖
蝉
坊
が
目
の
当
た
り
に
し
た
の
は
、
土
地
所
有
権
の
売
買
の
激

し
さ
が
小
作
権
を
翻
弄
し
、
そ
の
こ
と
が
北
海
道
に
出
て
き
た
ば
か
り
の
小
作

人
を
さ
ら
に
没
落
さ
せ
て
い
る
と
い
う
現
実
で
あ
っ
た
。
東
北
の
事
例
も
考
え

合
わ
せ
る
な
ら
ば
、
土
地
を
借
用
す
る
小
作
人
の
権
利
が
、
土
地
を
所
有
す
る

地
主
の
利
益
の
前
に
は
無
力
で
あ
り
、
そ
の
借
用
者
の
無
権
利
状
態
こ
そ
社
会

-13-





こ
と
と
、
そ
こ
で
直
接
的
伝
道
を
実
践
す
る
こ
と
を
重
ん
じ
る
現
場
経
験
主
義

の
立
場
を
鮮
明
に
し
て
ゆ
く
。
し
か
し
、
こ
う
し
て
唖
蝉
坊
が
培
っ
て
き
た
社

会
運
動
家
と
し
て
の
基
本
姿
勢
は
、
後
の
社
会
主
義
運
動
の
理
論
的
指
導
者
と

な
る
直
接
行
動
派
の
考
え
と
は
、
次
第
に
齪
齢
を
来
す
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。

現
場
経
験
主
義
が
、
そ
も
そ
も
直
接
行
動
派
に
対
す
る
批
判
の
裏
返
し
で
あ
る

こ
と
は
既
に
述
べ
た
の
で
、
こ
こ
か
ら
は
社
会
主
義
運
動
に
お
け
る
歌
の
あ
り

方
に
つ
い
て
の
考
え
方
を
め
ぐ
っ
て
考
察
し
て
み
よ
う
。

夜
は
二
、
三
人
で
よ
く
方
々
の
縁
日
へ
出
か
け
て
は
、
社
会
主
義
の
パ
ン

フ
レ
ッ
ト
を
売
り
な
が
ら
路
傍
演
説
を
や
っ
た
も
の
だ
。
人
寄
せ
の
前
芸

は
添
田
唖
蝉
坊
の
弟
子
の
佐
藤
悟
が
、
ド
ラ
声
を
は
り
あ
げ
て
歌
う
社
会

党
ラ
ッ
パ
節
で
、
彼
が
一
わ
た
り
唄
本
を
売
っ
て
し
ま
う
と
、
次
に
入
替

っ
て
私
た
ち
が
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
を
売
り
、
そ
し
て
最
後
に
私
が
一
席
、
宣

伝
演
説
を
ブ
ッ
仕
組
で
あ
る
。
商
売
は
な
か
な
か
繁
昌
し
た
し
、
演
説
の

効
果
に
至
っ
て
は
私
た
ち
の
後
か
ら
群
衆
が
い
つ
ま
で
も
つ
い
て
来
た
く

ら
い
だ
。
｜
艸
一

右
は
、
荒
畑
寒
村
の
自
伝
か
ら
、
日
本
社
会
党
が
分
裂
し
て
い
た
頃
の
街
頭

宣
伝
活
動
に
関
す
る
記
述
を
引
用
し
た
も
の
で
あ
る
。
ち
な
み
に
、
当
時
の
寒

村
は
直
接
行
動
主
義
を
支
持
す
る
若
き
論
客
で
あ
る
。
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
当

時
の
街
頭
宣
伝
は
、
ま
ず
演
歌
を
放
吟
し
て
聴
衆
を
集
め
、
歌
本
や
パ
ン
フ
レ

ッ
ト
を
販
売
し
た
後
に
、
路
傍
演
説
に
及
ぶ
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
こ
で

注
目
す
べ
き
こ
と
は
、
少
な
く
と
も
寒
村
の
理
解
で
は
、
街
頭
宣
伝
で
は
演
歌

は
あ
く
ま
で
客
寄
せ
の
た
め
の
前
座
で
あ
り
、
宣
伝
の
真
打
は
演
説
で
あ
っ
た

と
い
う
点
で
あ
る
。
聴
衆
の
啓
発
に
効
果
が
あ
る
の
は
演
説
で
あ
る
と
寒
村
は

考
え
て
お
り
、
演
歌
に
啓
発
力
を
認
め
て
い
な
か
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
、

上
手
に
歌
お
う
と
努
力
し
て
い
た
様
子
も
な
い
。
街
頭
宣
伝
活
動
に
対
す
る
こ

の
よ
う
な
姿
勢
が
、
歌
を
通
じ
て
聴
衆
の
内
面
に
働
き
か
け
よ
う
と
す
る
唖
蝉

坊
の
姿
勢
と
相
容
れ
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。

た
だ
し
、
直
接
行
動
主
義
者
た
ち
が
、
歌
の
効
用
に
つ
い
て
全
く
無
理
解
で

あ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
直
接
行
動
主
義
を
標
傍
す
る
面
々
は
、
「
五
塁
寺
は
更
に

多
種
多
様
な
る
歌
を
得
て
、
到
る
処
に
勇
ま
し
く
楽
し
く
唱
へ
ん
こ
と
を
欲
す
」

と
し
て
、
機
関
紙
を
通
じ
て
歌
を
慕
集
し
た
Ⅷ
｜
◎
だ
が
そ
の
結
果
選
ば
れ
た
も

の
は
、
唖
蝉
坊
が
作
る
演
歌
の
よ
う
に
、
鋺
曲
的
表
現
を
用
い
て
世
相
を
風
刺

す
る
歌
で
は
な
く
、
革
命
実
現
に
向
け
て
の
不
屈
の
決
意
と
理
想
社
会
へ
の
期

待
を
歌
い
上
げ
る
、
士
気
高
揚
の
た
め
の
歌
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
こ
の
と
き

に
採
用
さ
れ
て
、
以
後
一
九
二
○
年
代
ま
で
運
動
の
あ
ら
ゆ
る
局
面
で
合
唱
さ

れ
た
の
が
、
「
あ
鼻
革
命
は
近
づ
け
り
あ
生
革
命
は
近
づ
け
り
起
て
よ
、
白

屋
艦
繧
の
子
、
醒
め
よ
市
井
の
貧
窮
児
」
筆
一
と
い
う
歌
詞
で
始
ま
る
「
革
命
歌
」

で
あ
る
ぜ
。
そ
の
歌
詞
に
は
、
民
衆
は
必
ず
や
社
会
主
義
の
理
想
に
共
鳴
し
、

必
ず
や
革
命
実
現
の
た
め
に
立
ち
上
が
る
は
ず
だ
と
い
う
、
直
接
行
動
主
義
者

た
ち
の
確
信
が
込
め
ら
れ
て
い
た
。

以
上
の
よ
う
に
、
直
接
行
動
主
義
者
た
ち
は
、
唖
蝉
坊
の
演
歌
作
品
を
街
頭

宣
伝
に
利
用
し
て
い
た
が
、
演
歌
そ
の
も
の
の
啓
発
力
や
上
手
に
歌
う
必
要
性

を
認
め
て
い
た
わ
け
で
は
な
く
、
世
相
を
鋺
曲
的
表
現
で
風
刺
す
る
よ
う
な
演

歌
よ
り
も
、
同
志
の
士
気
を
高
揚
さ
せ
る
よ
う
な
唱
歌
を
必
要
と
し
て
い
た
。

こ
れ
に
対
し
て
唖
蝉
坊
は
、
数
年
後
に
い
ろ
は
長
屋
に
移
り
住
ん
だ
頃
の
問
題

意
識
と
し
て
、
演
歌
が
怒
鳴
り
声
を
あ
げ
る
だ
け
の
宣
伝
手
段
に
過
ぎ
な
か
っ

た
こ
と
へ
の
不
満
を
述
べ
、
「
人
間
の
心
」
を
歌
い
、
「
民
衆
の
生
活
」
に
ふ
れ

た
い
と
考
え
て
い
た
と
回
想
し
て
い
る
雌
一
。
明
ら
か
に
、
社
会
主
義
運
動
に
お
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む
す
び
に
か
え
て

本
稿
で
は
、
自
由
民
権
運
動
の
演
歌
壮
士
か
ら
日
本
社
会
党
の
運
動
家
に
な

る
ま
で
の
添
田
平
吉
の
ラ
イ
フ
ヒ
ス
ト
リ
ー
を
考
察
し
、
彼
が
歌
う
社
会
運
動

家
と
し
て
の
基
本
姿
勢
を
確
立
す
る
ま
で
の
過
程
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
て

き
た
。
こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
平
吉
は
壮
士
演
歌
に
触
発
さ
れ
て
以

来
、
歌
を
通
じ
て
民
衆
を
啓
発
す
る
た
め
の
割
型
思
工
夫
を
積
み
重
ね
て
い
た
。

そ
し
て
、
日
露
戦
後
の
社
会
主
義
運
動
の
渦
中
に
お
い
て
、
正
面
切
っ
て
運
動

の
主
義
主
張
を
訴
え
る
の
で
は
な
く
、
民
衆
の
あ
る
が
ま
ま
の
姿
を
直
視
し
、

鋺
曲
的
表
現
を
用
い
て
民
衆
の
「
弱
さ
」
や
格
差
・
搾
取
へ
の
批
判
を
促
す
よ

う
に
働
き
か
け
る
作
風
を
確
立
さ
せ
、
そ
う
で
あ
る
が
故
に
、
社
会
問
題
の
現

場
を
観
察
し
、
そ
こ
で
直
接
的
に
伝
道
す
る
現
場
経
験
主
義
の
運
動
論
を
抱
く

よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
日
露
戦
後
の
社
会
主
義
運
動
の
中
で
、

添
田
平
吉
は
「
歌
う
社
会
運
動
家
」
添
田
唖
蝉
坊
の
思
想
的
原
点
を
形
成
し
た

と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
で
は
、
彼
の
ラ
イ
フ
ヒ
ス
ト
リ
ー
を
以
上
の
よ
う
に
理
解
し
た
と
き
、

そ
こ
か
ら
初
期
社
会
主
義
運
動
の
何
が
見
え
た
こ
と
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

二
点
ほ
ど
挙
げ
て
お
こ
う
。

第
一
に
、
日
露
戦
後
に
お
け
る
運
動
の
分
裂
に
つ
い
て
で
あ
る
。
一
般
に
、

日
本
社
会
党
に
お
け
る
運
動
路
線
の
対
立
は
、
直
接
行
動
主
義
と
議
会
政
策
主

義
と
の
対
立
と
し
て
理
解
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
よ
う
な
対
立
の
始
ま
り
は
、
そ

れ
ま
で
の
方
針
で
あ
る
普
通
選
挙
の
た
め
の
闘
争
を
、
直
接
行
動
論
を
唱
え
る

け
る
歌
の
位
置
付
け
方
を
め
ぐ
っ
て
、
唖
蝉
坊
と
直
接
行
動
主
義
者
た
ち
の
考

え
は
食
い
違
い
を
み
せ
始
め
て
い
た
。

幸
徳
秋
水
が
否
定
し
た
こ
と
に
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
添
田
唖
蝉
坊

と
い
う
運
動
家
の
存
在
を
視
野
に
入
れ
た
と
き
、
そ
の
対
立
に
は
、
運
動
を
リ

ー
ド
し
て
き
た
論
客
が
直
接
行
動
論
に
傾
斜
し
始
め
た
こ
と
へ
の
リ
ア
ク
シ
ョ

ン
と
し
て
、
そ
の
観
念
論
的
傾
向
に
つ
い
て
い
け
な
い
一
群
が
現
場
経
験
主
義

を
標
傍
し
て
異
を
唱
え
る
側
面
も
あ
っ
た
こ
と
が
窺
え
る
で
あ
ろ
う
。

第
二
に
、
こ
れ
は
自
由
民
権
運
動
に
つ
い
て
も
該
当
す
る
こ
と
で
あ
る
が
、

運
動
に
お
け
る
歌
の
存
在
意
義
に
つ
い
て
で
あ
る
。
初
期
社
会
主
義
運
動
は
、

そ
の
宣
伝
活
動
の
た
め
に
も
、
運
動
の
担
い
手
た
ち
の
士
気
高
揚
の
た
め
に
も
、

歌
を
必
要
と
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
唖
蝉
坊
は
、
自
ら
が
歌
に
啓
発
さ
れ
た
経

験
を
持
つ
だ
け
に
、
歌
が
も
つ
啓
発
力
を
熟
知
し
て
い
る
運
動
家
と
し
て
、
そ

の
よ
う
な
運
動
の
ニ
ー
ズ
に
貢
献
し
て
い
た
と
言
え
よ
う
。
そ
の
意
味
で
岬
暉

坊
は
、
運
動
が
必
要
と
す
る
歌
の
作
詞
・
編
曲
を
手
が
け
て
自
ら
も
街
頭
で
歌

う
、
音
楽
プ
ロ
デ
ュ
ー
サ
ー
と
し
て
の
役
割
を
果
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

最
後
に
、
岬
蝉
坊
の
演
歌
作
品
は
誰
に
向
け
て
歌
わ
れ
て
い
た
の
か
と
い
う

点
に
つ
い
て
ふ
れ
て
お
き
た
い
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
断
片
的
な
手
が
か
り

し
か
存
在
し
な
い
が
、
そ
こ
か
ら
展
望
で
き
る
こ
と
を
述
べ
て
み
よ
う
。
ま
ず

想
起
す
べ
き
は
、
唖
蝉
坊
の
演
歌
作
品
は
、
拝
金
主
義
や
あ
き
ら
め
道
徳
に
束

縛
さ
れ
て
い
る
た
め
に
、
ど
ん
な
に
困
窮
し
て
い
て
も
運
動
に
立
ち
上
が
る
こ

と
の
で
き
な
い
「
弱
さ
」
を
抱
え
た
民
衆
の
姿
が
描
か
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と

と
、
歌
本
の
表
記
の
あ
り
方
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
リ
テ
ラ
シ
ー
の
低
い
人
々

を
聴
衆
と
し
て
想
定
し
て
い
る
こ
と
が
窺
え
る
点
で
あ
る
。
ま
た
、
添
田
知
道

に
よ
れ
ば
、
「
あ
ゞ
わ
か
ら
な
い
」
「
あ
坐
金
の
世
」
「
あ
き
ら
め
節
」
な
ど
の
唖

蝉
坊
作
品
は
、
「
耳
を
か
さ
れ
ぬ
う
め
き
」
を
節
に
の
せ
た
も
の
で
あ
る
と
い

う
。
つ
ま
り
、
当
時
は
「
石
川
造
船
所
砲
兵
工
廠
、
呉
海
軍
工
廠
に
労
働
争
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（
９
）
同
前
八
一
頁
○

（
Ⅲ
）
添
田
唖
蝉
坊
霧
髪
云
扁
醒
蝉
坊
顕
彰
会
の
尹
佳
（
一
九
五
五
年
）
七
頁
○

（
Ⅱ
）
同
前
四
頁
。

（
ｕ
）
例
え
ば
『
民
衆
娯
楽
』
二
七
号
（
一
九
一
三
年
）
の
二
五
頁
を
参
照

（
田
）
注
（
Ⅱ
）
と
同
じ
。

（
Ⅲ
）
日
露
戦
後
か
ら
関
東
大
震
災
前
後
の
時
期
に
お
け
る
唖
蝉
坊
の
年
齢
は
、
三
三
歳
（
一

九
○
五
年
）
～
五
一
歳
（
一
九
二
三
年
）
で
あ
る
。
つ
ま
り
三
○
～
四
○
代
の
壮
年
期

に
相
当
す
る
わ
け
で
、
こ
の
時
期
に
多
方
面
に
わ
た
る
活
動
を
展
開
し
て
い
る
こ
と
か

ら
も
、
唖
蝉
坊
は
日
露
戦
後
に
社
会
問
題
に
関
す
る
思
考
的
枠
組
を
確
立
し
、
多
様
な

運
動
に
取
り
組
み
な
が
ら
、
そ
の
社
会
観
を
深
め
て
い
っ
た
こ
と
が
推
察
さ
れ
る
。
こ

の
こ
と
か
ら
も
、
唖
蝉
坊
の
社
会
運
動
家
と
し
て
の
原
点
は
、
日
露
戦
争
前
後
に
確
立

し
た
と
考
え
て
よ
い
と
思
う
。

（
咽
）
壮
士
演
歌
に
出
会
う
ま
で
の
添
田
平
吉
の
ラ
イ
フ
ヒ
ス
ト
リ
ー
に
つ
い
て
は
、
豆
乢
生

詞
と
六
～
二
一
頁
及
び
そ
の
巻
末
に
掲
載
さ
れ
た
「
唖
蝉
坊
・
添
田
市
工
ロ
年
譜
」
を
参

照
な
お
、
本
章
本
節
の
歌
詞
・
回
想
に
関
す
る
引
用
部
分
は
す
べ
て
『
流
生
寺
と
二

四
～
三
○
頁
よ
り
引
用
し
た
も
の
で
あ
る
。

（
肥
）
「
流
生
記
』
一
○
四
頁
○

（
Ⅳ
）
同
前
七
四
頁
○

（
肥
）
小
島
美
子
「
音
楽
史
か
ら
見
た
唖
蝉
坊
」
（
『
添
田
唖
蝉
坊
・
知
道
者
作
集
別
巻
」
〈
刀

水
害
一
局
一
九
八
二
年
〉
の
解
説
）
。

（
蛆
）
『
流
生
記
』
一
三
○
頁
。

（
別
）
同
前
一
四
三
頁
。
ち
な
み
に
、
そ
の
女
性
は
、
東
京
の
三
大
貧
民
窟
の
一
つ
に
数
え

ら
れ
て
い
た
下
谷
万
年
町
に
住
む
、
香
具
師
の
女
親
分
で
あ
っ
た
（
添
田
知
道
『
て
き

や
（
香
具
師
）
の
生
活
・
新
装
咋
陛
へ
雄
山
閏
一
九
八
一
年
三
三
五
頁
参
照
）
。

（
別
）
『
流
生
尹
と
一
四
三
頁
。

（
〃
）
同
前
一
四
四
頁
。

（
羽
）
園
部
三
郎
『
日
本
民
衆
歌
謡
史
考
」
（
朝
日
選
耆
一
九
八
○
年
）
九
八
頁
。

（
別
）
『
流
生
ヨ
と
一
四
六
頁
。

（
妬
）
荒
畑
寒
村
『
寒
村
自
伝
』
（
論
争
社
、
一
九
六
○
年
）
’
二
八
～
一
二
九
頁
。

（
邪
）
前
掲
『
演
歌
の
明
治
大
正
史
」
二
三
～
一
三
三
頁
。

（
訂
）
添
田
知
道
『
演
歌
師
の
生
活
・
新
装
版
』
（
雄
山
閨
一
九
九
四
年
）
九
八
～
九
九
頁
○

（
邪
）
こ
こ
で
説
明
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
平
吉
が
平
民
社
の
非
戦
論
や
「
社

会
党
ラ
ッ
．
念
副
に
触
発
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
れ
ば
、
な
ぜ
『
流
生
尹
と
で
そ
の
こ
と

を
詳
述
し
て
い
な
い
の
か
、
と
い
う
点
で
あ
る
。
ま
ず
、
『
流
生
記
』
の
自
伝
と
し
て

の
特
徴
に
つ
い
て
ふ
れ
る
必
要
が
あ
る
Ｚ
「
流
生
記
」
は
、
そ
の
叙
述
が
著
し
く
偏

っ
て
い
る
と
こ
ろ
に
特
徴
が
あ
る
。
市
工
口
が
壮
士
演
歌
に
出
会
っ
て
か
ら
日
露
戦
争
前

後
に
至
る
ま
で
の
時
期
は
比
較
的
詳
し
く
述
べ
ら
れ
て
あ
る
が
、
大
正
期
に
入
る
と
、

そ
の
叙
述
は
途
端
に
簡
略
化
さ
れ
て
い
る
。
特
に
、
日
露
戦
後
か
ら
社
会
主
義
運
動
に

参
加
し
て
い
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
殆
ど
全
く
と
い
っ
て
よ
い
ほ
ど
述
べ
ら
れ
て
い
な

い
。
な
ぜ
こ
れ
ほ
ど
偏
っ
た
記
述
に
な
っ
た
の
か
。
そ
の
事
情
に
つ
い
て
は
、
「
流
生

尹
と
刊
行
当
時
の
時
代
北
目
星
が
大
き
く
関
わ
っ
て
い
る
。
市
工
口
は
、
関
東
大
震
災
を
契

機
に
演
歌
と
社
会
運
動
の
第
一
線
か
ら
後
退
し
、
全
国
各
地
を
遍
歴
す
る
生
活
を
経
て
、

一
九
四
○
年
に
近
衛
新
体
制
を
礼
賛
す
る
「
進
め
新
体
制
」
と
い
う
長
詩
を
発
表
し
て

い
る
。
『
流
生
訶
と
は
、
「
進
め
新
体
制
」
発
表
に
注
目
し
た
出
版
社
が
、
乖
工
口
と
知
道

に
自
伝
の
出
版
を
も
ち
か
け
た
結
果
、
刊
行
さ
れ
た
も
の
な
の
で
あ
る
。
『
流
生
尹
と

の
内
容
構
成
は
、
市
エ
ロ
が
直
接
執
筆
し
た
部
分
と
、
知
道
が
市
工
ロ
の
口
述
を
書
き
と
め

た
部
分
、
お
よ
び
既
存
の
活
字
原
稿
を
そ
の
ま
ま
収
録
し
た
部
分
と
か
ら
な
り
、
全
体

の
編
輯
は
知
道
が
担
当
し
て
い
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
知
道
は
、
「
こ
と
に
時
が
時
で
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1919 (大正8） 47

1920 (大正9） 48

1921 (大正10） 49

1922 (大正11） 50

1923 (大正12） 51

1924 (大正13） 52

1925 (大正14） 53

1926 (大正15 54

昭和元）

1927 (昭和2） 55

1928 (昭和3） 56

1929 (昭和4） 57

1930 (昭和5） 58

1931 (昭和6） 59

1939 (昭和14） 67

1940 (昭和15） 68

1941 (昭和16） 69

1942 (昭和17） 70

1943 (昭和18） 71

1944 (昭和19） 72

小誌『演歌』を発行｡演歌に対する認識改善と､演歌者の技能向上に資した。

東京毎日新聞に請われ､演歌による時局調刺を連載す。

青年親交会三周年を迎え､演歌刷新の実を見､『演歌』記念号を出す。

山路赤春､知道らを同人に得て『演歌』を『民衆娯楽』と改題し､ひろく民衆娯楽の問題に視
野を広げる。「浅草の会｣発会に加わる｡倉持愚禅大阪より上京､いろは長屋の隣室を斡
旗

『民衆娯楽』で浅草を中心に動く｡震災にあい､避難のまま東北地方旅泊を続け､仙台にて
久々に演歌す｡会津若松に越冬。

5月バラックにおける居住生活の安定と借家人組織の結成を訴えて､居住権問題演説会を
開催する※2．－方震災を機として内省に傾き､演歌のことは倉持愚禅にまかせ､顧問とな
る

｢演歌流行史｣を改造に連載｡桐生に山居､半仙生活､松葉食をする。天竜居を称し、人体
諸相の研究にふける。

伝統､科学両面の迷信打破のため各地に講演会を開く。

人体研究。易の研究。

東京に戻る｡下谷にて第1回普選立候補の倉持忠助を応援､演壇に立つ(落選)。

『改造』に｢浅草底流記｣を寄せる｡東京市会選挙に立った倉持を応援(当選)。

市外長崎町に移転した知道に合す｡松陽堂より『日本民謡全集』を刊行。

正相正体を案じ､唱道する｡『改造』に｢尖端流行歌漫談｣を掲載｡長崎町より町屋に移り、や
がて遍路に立つ。

この間遍路｡四国三周半、中国筋、九州一円。ときおり遍路記を東京に寄せる。

10月遍路より帰る。

新体制の動きに長詩一篇をなす。12月、流生記をまとめるために知道と上州湯宿に行く。

3月、『唖蝉坊流生記』刊。

秋、脳溢血のため倒れる。

大森馬込の知道方に移る｡しだいに老衰の徴。

2月8日没す

へんな心の唄､労働問

題の歌､ダブリンベー、
ディアボロ(替）

涙の手記

調査節、ベアトリ姉ちや
ん(替）

風の旅

大正大震災の歌､地震
小唄

金々節

生活戦線異状あり

注1）本表は、「唖蝉坊・添田平吉年譜」（『添田唖蝉坊・知道著作集』第一巻く刀水書房、1982年〉所収）から本稿の論旨に関する重要事項を抽出し、

加筆修正を施したうえで作成したものである。

注2）「唖蝉坊の動静」の中で※印を付したものは、筆者が独自に加筆したものである。その典拠は以下の通り。

※1『万朝報』1918年1月18日と25日※2『茶太楼新聞』14号、1924年8月1日

注3）唖蝉坊の歌作品は150余りに上るが、本稿で言及するものと発表当時流行して注目されたもの、及び社会運動家としてのライフヒストリーを

考えるうえで重要と思われるものを掲載するにとどめた。
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