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兵
藤
釗
〔
聞
き
手
・
野
村
正
實
・
上
井
喜
彦
〕
『
戦
後
史
を
生
き
る
―
―
労
働
問
題
研
究
私
史
』
同
時
代
社
、
二
〇

一
九
年
。

*2

兵
藤
氏
の
代
表
作
『
日
本
に
お
け
る
労
資
関
係
の
展
開
』
（
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
七
一
年
）
は
も
ち
ろ
ん
私
も

一
所
懸
命
読
み
、
か
な
り
影
響
も
受
け
た
が
、
そ
れ
は
刊
行
後
大
分
経
っ
て
か
ら
の
独
学
で
あ
り
、
内
容
に
つ
い
て

著
者
か
ら
直
接
話
を
伺
っ
た
こ
と
は
な
い
。
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兵
藤
釗
〔
聞
き
手
・
野
村
正
實
・
上
井
喜
彦
〕
『
戦
後
史
を
生
き
る
―
―
労
働
問
題
研
究
私
史
』*1

を
読

ん
で日

本
を
代
表
す
る
労
働
問
題
研
究
者
の
回
想
（
二
人
の
弟
子
に
よ
る
聞
き
書
き
）
で
あ
る
。

一
般
に
学
者
の
回
想
と
い
う
も
の
は
、
第
一
義
的
に
は
当
該
分
野
に
か
か
わ
る
学
説
史
的
な
関
心
か
ら

読
ま
れ
る
こ
と
が
多
い
だ
ろ
う
が
、
よ
り
広
い
社
会
史
や
精
神
史
と
い
う
角
度
か
ら
も
興
味
深
い
も
の
た

り
う
る
。
私
は
あ
る
時
期
、
労
働
問
題
を
か
じ
っ
て
い
た
こ
と
が
あ
り
、
「
労
働
問
題
研
究
会
」
と
い
う

会
に
も
し
ば
ら
く
属
し
て
い
た
（
そ
の
後
、
だ
ん
だ
ん
遠
ざ
か
り
、
い
ま
で
は
別
の
世
界
と
な
っ
て
し
ま

っ
た
）
。
東
京
大
学
社
会
科
学
研
究
所
（
社
研
）
の
助
手
を
数
年
務
め
て
い
た
関
係
で
、
当
時
社
研
に
い

た
戸
塚
秀
夫
、
山
本
潔
の
両
氏
に
は
い
ろ
い
ろ
と
教
え
て
い
た
だ
き
、
大
変
お
世
話
に
な
っ
た
（
氏
原
正

治
郎
氏
は
当
時
も
う
定
年
間
際
で
、
そ
れ
ほ
ど
身
近
で
は
な
か
っ
た
が
、
お
目
に
か
か
る
機
会
が
多
少
は

あ
っ
た
）
。
そ
れ
に
比
べ
る
と
、
経
済
学
部
に
い
た
兵
藤
釗
、
中
西
洋
両
氏
と
の
接
触
は
そ
れ
ほ
ど
密
で

な
か
っ
た
が
、
そ
れ
で
も
あ
る
程
度
は
接
す
る
機
会
が
あ
っ
た*2

（
こ
の
回
想
の
聞
き
手
で
あ
る
野
村
・

上
井
両
氏
も
同
様
）
。
そ
の
意
味
で
、
こ
の
回
想
（
聞
き
書
き
）
に
は
、
「
昔
ち
ょ
っ
と
だ
け
接
し
た
も

の
に
久
し
ぶ
り
に
巡
り
会
っ
た
」
と
い
う
懐
か
し
い
思
い
を
誘
わ
れ
た
。

兵
藤
氏
は
一
九
三
三
年
生
ま
れ
で
、
私
よ
り
も
一
五
歳
歳
上
だ
が
、
一
五
歳
と
い
う
年
齢
差
は
、
「
隔

絶
し
て
い
る
」
と
い
う
ほ
ど
遠
く
は
な
い
が
、
「
身
近
」
と
い
う
ほ
ど
近
く
は
な
い
と
い
う
意
味
で
、
や

や
中
途
半
端
な
距
離
で
あ
る
。
こ
の
回
想
の
う
ち
、
若
か
り
し
頃
の
著
者
に
つ
い
て
述
べ
た
個
所
は
私
に

と
っ
て
な
か
な
か
想
像
し
に
く
い
遠
い
過
去
の
話
と
感
じ
さ
せ
ら
れ
る
が
、
大
学
院
に
入
学
し
て
研
究
者

と
し
て
の
道
を
歩
み
始
め
て
以
降
に
つ
い
て
は
、
直
接
は
知
ら
な
く
て
も
何
と
な
く
想
像
が
つ
く
こ
と
や
、

聞
い
た
覚
え
の
あ
る
こ
と
が
増
え
、
距
離
は
あ
っ
て
も
広
義
の
「
同
時
代
」
と
い
う
感
覚
を
も
っ
て
読
む

こ
と
が
で
き
た
。

労
働
問
題
研
究
か
ら
遠
ざ
か
っ
て
し
ま
っ
た
私
に
と
っ
て
、
本
書
の
中
心
部
分
を
な
す
学
説
史
的
な
個

所
は
十
分
咀
嚼
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
（
学
説
と
は
別
に
、
経
済
学
部
に
お
け
る
師
弟
関
係
や
人
脈
な
ど

に
関
わ
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
類
で
面
白
い
話
は
随
所
に
あ
る
が
、
そ
う
い
う
こ
と
に
つ
い
て
私
が
こ
こ
で
一
々

書
き
記
す
意
味
は
な
い
だ
ろ
う
）
。
そ
の
た
め
、
兵
藤
氏
の
研
究
の
内
容
に
即
し
た
感
想
を
述
べ
る
こ
と

は
で
き
な
い
が
、
そ
の
背
景
な
い
し
周
辺
、
と
り
わ
け
政
治
運
動
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
、
い
く
つ
か
の

感
想
が
あ
る
。
こ
う
い
う
読
み
方
は
著
者
に
と
っ
て
は
不
本
意
か
も
し
れ
な
い
が
、
労
働
問
題
と
い
う
分

野
は
ど
う
し
て
も
そ
の
時
代
の
政
治
と
無
関
係
で
は
な
い
こ
と
を
思
え
ば
、
そ
う
し
た
点
に
関
心
が
向
い

て
し
ま
う
の
も
あ
る
程
度
ま
で
や
む
を
え
な
い
こ
と
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
と
い
っ
て
も
、
著
者
が

政
治
に
の
め
り
込
ん
で
い
た
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
あ
ち
こ
ち
で
政
治
と
関
わ
っ
て
い
な
が

ら
、
意
外
な
ほ
ど
距
離
を
お
い
て
い
た
と
い
う
の
が
本
書
か
ら
浮
か
ぶ
全
般
的
印
象
で
あ
る
。

早
い
時
期
に
つ
い
て
い
う
と
、
戦
後
初
期
と
い
う
特
異
な
状
況
の
中
で
、
文
学
少
年
か
ら
左
翼
少
年
に
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戸
塚
秀
夫
氏
が
リ
ン
チ
事
件
の
被
害
者
と
な
っ
た
と
い
う
の
は
有
名
な
話
で
、
以
前
か
ら
知
っ
て
い
た
が
、
中
西

洋
氏
が
都
学
連
の
委
員
長
だ
っ
た
と
か
、
山
本
潔
氏
が
一
九
五
四
年
に
も
非
公
然
活
動
に
参
加
し
て
い
た
と
い
う
の

は
本
書
で
知
っ
た
（
ひ
ょ
っ
と
し
た
ら
、
昔
ど
こ
か
で
聞
き
か
じ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
が
、
記
憶
が
は
っ
き
り
し
な

い
）
。
こ
う
し
た
人
た
ち
に
比
べ
、
当
時
党
籍
の
な
か
っ
た
兵
藤
氏
の
関
与
は
「
挫
折
」
と
か
「
ト
ラ
ウ
マ
」
と
い
う

こ
と
を
あ
ま
り
感
じ
さ
せ
な
い
も
の
に
な
っ
て
い
る
よ
う
な
気
が
す
る
。
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な
り
、
旧
制
中
学
（
ま
も
な
く
新
制
高
校
と
な
る
）
で
共
産
党
に
入
っ
た
こ
と
が
語
ら
れ
て
い
る
。
も
っ

と
も
、
当
時
マ
ル
ク
ス
主
義
文
献
は
ほ
と
ん
ど
読
ん
だ
こ
と
が
な
く
、
理
論
に
惹
か
れ
た
と
い
う
よ
り
は

「
獄
中
一
八
年
」
へ
の
敬
意
が
大
き
か
っ
た
と
振
り
返
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
大
学
受
験
を
目
指
す
よ

う
に
な
る
中
で
、
政
治
活
動
を
続
け
る
の
は
無
理
だ
と
考
え
て
離
党
し
た
と
い
う
。
こ
れ
は
通
常
「
共
産

党
員
」
と
い
う
こ
と
か
ら
連
想
さ
れ
が
ち
な
イ
メ
ー
ジ
と
は
相
当
か
け
離
れ
て
い
る
。
一
つ
に
は
、
著
者

が
育
っ
た
の
が
大
都
市
と
は
遠
い
農
村
部
で
あ
り
、
知
識
人
た
ち
と
の
接
触
も
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
と
い

う
事
情
が
関
係
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

と
に
か
く
著
者
は
一
九
五
〇
年
に
離
党
し
、
五
五
年
秋
に
復
党
し
た
と
の
こ
と
な
の
で
、
い
わ
ゆ
る
「
一

九
五
〇
年
問
題
」
―
―
コ
ミ
ン
フ
ォ
ル
ム
に
よ
る
日
本
共
産
党
批
判
と
、
そ
れ
を
受
け
た
「
所
感
派
」「
国

際
派
」
の
分
派
闘
争
―
―
に
は
全
く
関
与
し
て
い
な
か
っ
た
ら
し
い
（
東
京
大
学
に
入
学
し
た
の
は
五
三

年
な
の
で
、
五
二
年
の
メ
ー
デ
ー
事
件
に
も
関
与
し
て
い
な
か
っ
た
）
。
五
〇
年
代
の
日
本
共
産
党
と
い

う
と
す
ぐ
連
想
さ
れ
る
の
は
、
武
装
闘
争
方
針
と
か
分
派
闘
争
の
中
で
の
リ
ン
チ
事
件
等
々
だ
が
、
そ
れ

ら
と
著
者
は
無
縁
だ
っ
た
ら
し
い
。
一
九
五
五
年
七
月
の
第
六
回
全
国
協
議
会
（
六
全
共
）
は
そ
の
大
き

な
方
針
転
換
に
よ
っ
て
多
く
の
党
員
に
シ
ョ
ッ
ク
を
与
え
た
こ
と
が
様
々
な
人
た
ち
に
よ
っ
て
伝
え
ら
れ

て
い
る
が
、
そ
の
直
後
に
復
党
し
た
著
者
は
、
と
り
た
て
て
ト
ラ
ウ
マ
を
引
き
ず
る
こ
と
も
な
く
、
比
較

的
淡
々
と
そ
の
後
の
歩
み
を
辿
っ
た
よ
う
に
見
え
る*3

。
復
党
後
、
形
式
的
に
は
か
な
り
長
い
こ
と
党
籍

を
も
っ
て
い
た
よ
う
だ
が
―
―
正
式
か
つ
最
終
的
に
離
脱
し
た
の
は
一
九
七
〇
年
と
の
こ
と
―
―
高
校
時

代
と
違
っ
て
党
活
動
に
の
め
り
込
む
こ
と
も
な
く
、
研
究
の
内
容
に
直
接
反
映
す
る
こ
と
も
あ
ま
り
な
か

っ
た
よ
う
に
振
り
返
ら
れ
て
い
る
。
あ
る
意
味
で
は
や
や
奇
妙
な
こ
と
に
、
党
籍
の
な
か
っ
た
大
学
一
、

二
年
生
の
時
期
に
「
非
党
員
の
活
動
家
」
と
し
て
学
生
運
動
に
従
事
し
た
一
方
、
三
年
生
の
半
ば
に
復
党

し
た
後
は
、
実
践
活
動
よ
り
も
む
し
ろ
学
業
重
視
に
転
じ
た
よ
う
で
あ
る
。
本
格
的
な
研
究
者
の
道
を
歩

み
始
め
た
後
も
、
労
働
問
題
と
い
う
分
野
の
性
格
上
も
あ
っ
て
遠
い
目
標
は
「
社
会
主
義
革
命
」
と
意
識

さ
れ
て
い
た
よ
う
だ
が
、
そ
れ
が
近
い
時
期
の
現
実
的
課
題
と
意
識
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
よ

う
で
あ
る
。

そ
う
い
う
わ
け
で
、
研
究
者
と
し
て
歩
み
出
し
て
か
ら
後
の
時
期
に
つ
い
て
は
著
者
自
身
が
直
接
政
治

運
動
と
関
わ
っ
た
こ
と
は
な
い
よ
う
だ
が
、
そ
れ
と
は
別
に
、
一
九
六
〇
年
代
末
か
ら
七
〇
年
代
初
頭
に

か
け
て
の
時
期
の
大
学
事
情
―
―
学
生
側
か
ら
は
「
東
大
闘
争
」
、
教
官
側
か
ら
は
「
東
大
紛
争
」
―
―

に
つ
い
て
は
若
手
教
官
と
し
て
関
与
し
た
こ
と
が
物
語
ら
れ
て
い
る
。
当
時
既
に
助
教
授
と
な
っ
て
い
た

著
者
は
、
も
は
や
「
学
生
側
」
で
は
な
く
「
当
局
側
」
だ
っ
た
わ
け
だ
が
、
発
端
と
な
っ
た
医
学
部
処
分

問
題
お
よ
び
そ
の
後
の
東
大
執
行
部
の
対
応
に
納
得
が
い
か
な
か
っ
た
面
も
あ
っ
た
よ
う
で
、
何
人
か
の

同
僚
と
と
も
に
独
自
の
収
拾
工
作
を
試
み
た
こ
と
が
回
想
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
時
期
の
教
官
た
ち
の
動
き

―
―
い
わ
ゆ
る
「
造
反
教
官
」
も
い
れ
ば
、
水
面
下
で
の
交
渉
を
試
み
た
人
た
ち
も
い
た
―
―
に
つ
い
て
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小
熊
英
二
『
１
９
６
８
』
（
新
曜
社
、
二
〇
〇
九
年
）
の
上
巻
、
第
一
〇
‐
一
一
章
、
小
杉
亮
子
『
東
大
闘
争
の
語

り
―
―
社
会
運
動
の
予
示
と
戦
略
』
（
新
曜
社
、
二
〇
一
八
年
）
、
富
田
武
『
歴
史
と
し
て
の
東
大
闘
争
』
（
ち
く
ま
新

書
、
二
〇
一
九
年
）
は
い
ず
れ
も
学
生
側
の
動
き
に
力
点
を
お
き
つ
つ
も
、
あ
る
程
度
教
官
側
の
動
き
も
追
っ
て
い

る
。
そ
れ
以
外
に
も
関
連
文
献
は
か
な
り
多
数
あ
る
。

*5

な
お
、
共
産
党
に
籍
の
あ
っ
た
教
官
は
少
な
く
な
い
数
に
の
ぼ
っ
た
は
ず
だ
が
、
彼
ら
に
対
し
て
党
指
導
部
の
側

か
ら
何
ら
か
の
方
針
が
出
さ
れ
た
と
い
う
よ
う
な
話
は
こ
れ
ま
で
聞
い
た
こ
と
が
な
い
。
学
生
だ
っ
た
共
産
党
員
た

ち
に
対
し
て
は
党
中
央
か
ら
強
力
な
介
入
が
あ
り
、
現
場
で
活
動
し
て
い
た
学
生
た
ち
と
党
中
央
の
間
の
軋
轢
を
生

み
、
そ
れ
が
後
に
多
く
の
学
生
党
員
の
離
反
を
招
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
（
当
事
者
の
回
想
と
し
て
、
川
上
徹

・
大
窪
一
志
『
素
描
・1960

年
代
』
同
時
代
社
、
二
〇
〇
七
年
が
あ
り
、
距
離
を
お
い
た
地
点
か
ら
の
研
究
と
し
て
、

小
杉
、
前
掲
書
が
詳
し
い
）
。
こ
れ
に
対
し
、
教
官
党
員
に
対
し
て
党
中
央
が
ど
う
い
う
方
針
を
と
っ
て
い
た
の
か
は
、

こ
れ
ま
で
の
と
こ
ろ
全
く
分
か
ら
な
い
。
明
確
に
「
反
党
的
」
な
行
動
を
と
ら
な
い
限
り
は
放
置
し
て
い
た
の
だ
ろ

う
か
。
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は
こ
れ
ま
で
に
も
一
定
量
の
情
報
が
知
ら
れ
て
い
る
が*4

、
本
書
の
第
Ⅳ
章
は
そ
れ
を
別
の
角
度
か
ら
補

充
す
る
も
の
に
な
っ
て
い
る
。
当
時
の
大
学
闘
争
は
、
昨
年
か
ら
今
年
に
か
け
て
五
〇
周
年
を
迎
え
た
こ

と
も
あ
っ
て
一
部
で
関
心
の
高
ま
っ
て
い
る
テ
ー
マ
だ
が
、
本
書
も
そ
の
歴
史
的
研
究
の
た
め
の
素
材
と

な
る
だ
ろ
う*5

。

よ
り
広
い
社
会
主
義
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
は
、
あ
ま
り
詳
し
く
語
ら
れ
て
い
な
い
が
、
と
こ
ろ
ど
こ

ろ
で
簡
単
に
触
れ
ら
れ
て
い
る
。
早
い
時
期
に
は
「
変
革
目
標
と
し
て
の
社
会
主
義
」
と
い
っ
た
観
念
を

い
だ
い
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
だ
が
、
そ
の
後
の
知
的
変
容
に
つ
い
て
、
い
く
つ
か
の
個
所
で
簡
略
な
が

ら
率
直
な
述
解
が
あ
る
。
一
九
六
八
年
の
「
プ
ラ
ハ
の
春
」
が
軍
事
介
入
で
押
し
つ
ぶ
さ
れ
た
後
の
状
況

に
つ
い
て
尋
ね
ら
れ
た
と
き
の
応
答
と
し
て
は
、
「
社
会
主
義
国
の
個
々
の
行
動
に
は
非
難
に
値
す
る
も

の
が
あ
る
が
、
そ
れ
に
よ
っ
て
社
会
主
義
の
理
念
そ
の
も
の
を
捨
て
去
っ
て
は
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
か

と
思
っ
て
い
ま
し
た
」
と
語
ら
れ
て
い
る
（
四
一
七
頁
）
。
定
年
退
官
時
の
「
告
別
講
義
」（
一
九
九
四
年
）

に
つ
い
て
は
、
「
若
か
り
し
頃
社
会
主
義
と
い
う
も
の
に
夢
を
抱
い
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
が
…
…
ソ
連
解

体
以
来
、
社
会
主
義
の
魂
が
死
ん
だ
と
思
っ
て
い
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
「
シ
ス
テ
ム
と
し
て
の

社
会
主
義
は
幻
想
で
は
な
い
か
」
と
思
う
よ
う
に
な
り
ま
し
た
」
と
い
う
「
告
白
」
を
し
た
と
述
べ
ら
れ

て
い
る
（
四
三
二
頁
）
。
そ
し
て
、
そ
の
数
年
後
に
、
長
年
の
研
究
の
と
り
ま
と
め
と
し
て
刊
行
し
た
『
労

働
の
戦
後
史
』
（
上
下
、
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
九
七
年
）
は
「
社
会
主
義
を
あ
き
ら
め
た
上
で
書
い
て
い

ま
す
」
と
あ
る
（
四
九
六
頁
）
。
こ
う
い
う
軌
跡
は
、
日
本
の
あ
る
世
代
の
社
会
科
学
者
に
か
な
り
の
程

度
共
通
し
た
も
の
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
考
え
方
が
変
わ
る
こ
と
自
体
は
自
然
で
あ
り
、
驚
く
に
値
し
な

い
が
、
変
化
を
引
き
起
こ
し
た
契
機
と
し
て
の
社
会
主
義
圏
の
動
向
に
つ
い
て
の
分
析
め
い
た
も
の
は
な

い
。
著
者
の
専
門
か
ら
し
て
そ
れ
は
無
理
か
ら
ぬ
こ
と
で
は
あ
る
が
、
多
少
残
念
な
思
い
が
し
な
い
で
も
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い
ま
で
は
記
憶
も
定
か
で
な
く
な
っ
て
い
る
が
、
私
は
労
働
問
題
を
か
じ
っ
て
い
た
時
期
に
何
度
か
、
末
期
ソ
連

の
労
働
問
題
に
関
わ
る
研
究
報
告
め
い
た
こ
と
を
し
た
こ
と
が
あ
る
。
そ
の
う
ち
少
な
く
と
も
一
回
は
兵
藤
氏
も
出

席
し
て
い
た
は
ず
だ
が
、
ど
の
よ
う
な
議
論
を
交
わ
し
た
か
は
覚
え
て
い
な
い
。
当
時
の
私
は
若
手
研
究
者
と
し
て

の
歩
み
を
始
め
て
ま
も
な
い
時
期
で
、
個
別
の
テ
ー
マ
に
つ
い
て
は
そ
れ
な
り
に
き
ち
ん
と
調
べ
た
り
考
え
た
り
し

て
、
一
応
ま
と
も
な
報
告
を
し
た
は
ず
だ
と
思
う
が
、
「
社
会
主
義
と
は
何
か
」
「
ソ
連
と
は
ど
う
い
う
国
か
」
と
い

っ
た
大
問
題
に
つ
い
て
鮮
明
な
結
論
を
出
し
て
大
先
輩
に
強
い
印
象
を
残
す
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
（
今
で
も
、
ど

れ
だ
け
で
き
る
か
自
信
が
な
い
）
。
本
文
に
「
残
念
」
と
書
い
た
の
は
そ
う
し
た
こ
と
を
念
頭
に
お
い
て
い
る
。
こ
の

時
期
に
書
い
た
文
章
と
し
て
は
、
塩
川
伸
明
『
ソ
ヴ
ェ
ト
社
会
政
策
史
研
究
―
―
ネ
ッ
プ
・
ス
タ
ー
リ
ン
時
代
・
ペ

レ
ス
ト
ロ
イ
カ
』
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
九
一
年
、
「
ク
ー
デ
タ
ー
・
経
営
者
団
体
・
労
働
組
合
」
東
京
大
学
出
版

会
『
Ｕ
Ｐ
』
一
九
九
一
年
一
〇
月
号
が
あ
る
。
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本
書
全
体
の
中
で
は
相
対
的
に
軽
い
扱
い
だ
が
、
（
そ
し
て
、
実
を
い
え
ば
私
自
身
ま
と
も
に
読
ん
で

い
な
い
の
だ
が
）
戸
塚
秀
夫
・
中
西
洋
・
兵
藤
釗
・
山
本
潔
『
日
本
に
お
け
る
「
新
左
翼
」
の
労
働
運
動
』

（
上
下
、
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
七
六
年
）
の
位
置
づ
け
も
気
に
な
る
。
一
九
六
〇
年
代
後
半
か
ら
七
〇

年
代
初
頭
の
時
期
に
あ
る
程
度
の
高
揚
を
見
た
「
新
左
翼
」
運
動
は
そ
の
後
、
全
く
取
り
あ
げ
る
に
足
り

な
か
っ
た
も
の
と
見
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
ま
し
て
学
生
運
動
な
ら
ぬ
労
働
運
動
に
つ
い
て
は
「
そ
ん

な
も
の
は
存
在
し
な
か
っ
た
」
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
の
方
が
優
勢
だ
ろ
う
。
い
ま
か
ら
振
り
返
っ
て
そ
う
見

え
る
の
は
自
然
だ
が
、
当
時
の
現
実
と
し
て
、
日
本
を
代
表
す
る
労
働
問
題
研
究
者
四
人
が
か
な
り
の
精

力
を
投
入
し
て
数
年
間
に
わ
た
る
共
同
調
査
・
研
究
を
遂
行
し
、
上
下
二
巻
に
も
の
ぼ
る
分
厚
い
書
物
を

刊
行
し
た
と
い
う
事
実
は
残
る
。
研
究
対
象
に
ど
の
よ
う
な
評
価
を
与
え
る
か
は
人
様
々
だ
と
し
て
も
、

少
な
く
と
も
「
何
の
意
味
も
な
い
」
と
い
う
前
提
に
立
つ
な
ら
こ
う
い
う
仕
事
は
な
さ
れ
な
か
っ
た
だ
ろ

う
。
た
と
え
手
放
し
の
共
感
で
は
な
い
に
し
て
も
、
な
に
が
し
か
の
有
意
味
性
を
認
め
た
か
ら
こ
そ
、
こ

の
四
人
は
こ
の
作
業
に
取
り
組
ん
だ
は
ず
で
あ
る
。
そ
れ
は
い
ま
か
ら
見
る
な
ら
一
つ
の
幻
想
だ
っ
た
と

い
う
こ
と
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
、
あ
る
時
代
に
あ
る
範
囲
の
人
々
を
と
ら
え
た
幻
想
と
い
う
も

の
は
、
そ
れ
自
体
が
一
つ
の
歴
史
的
事
実
で
あ
り
、
歴
史
的
検
討
の
対
象
た
り
う
る
は
ず
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
（
労
働
問
題
研
究
史
と
し
て
は
意
味
が
薄
い
と
し
て
も
、
戦
後
日
本
精
神
史
の
一
コ
マ
と
し
て
）
。

こ
の
回
想
に
お
け
る
こ
の
書
物
に
関
す
る
記
述
は
淡
々
と
し
た
も
の
で
、
調
査
研
究
を
始
め
た
頃
の
時

代
認
識
と
し
て
は
世
界
的
な
「
危
機
の
深
化
」
と
い
う
も
の
が
あ
っ
た
が
、
一
九
七
〇
年
代
後
半
と
も
な

る
と
「
い
ま
や
資
本
主
義
は
危
機
に
陥
っ
て
い
る
と
は
言
え
ま
せ
ん
で
し
た
」
と
し
て
い
る
（
二
七
四
‐

二
七
五
頁
）
。
漠
然
た
る
印
象
と
し
て
、
兵
藤
さ
ん
は
四
人
の
中
で
一
番
醒
め
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と

い
う
気
が
す
る
。
戸
塚
さ
ん
も
中
西
さ
ん
も
世
を
去
っ
た
が
、
も
し
山
本
さ
ん
が
回
想
を
書
い
た
な
ら
、

こ
の
点
は
ど
の
よ
う
に
振
り
返
ら
れ
る
だ
ろ
う
か
。

（
二
〇
一
九
年
一
一
月
）


