
私
の
歩
ん
だ
道

1

一
冊

の
本
に
触
発
さ
れ
て

増

田

廣

實

O

一
九

三
O
年
長
野
県

に
生

ま
れ
た
私

は
、

旧
制
中

学

三
年
生

の
八
月
太
平
洋

戦
争

の
敗
戦

を
迎
え

た
。

敗
戦

の
混

乱

の
中

で
、
何

か

ホ

ッ
と
す

る
安
堵
感

と
共

に
急
激

に
自

由
が
押

寄

せ
て
き

た
。
正

に
昨

日
に
変

る
世

の
中

の
変
貌

ぶ
り

は
、
中
学
生

の
目

に
も

ハ
ッ
キ
リ
と
見
え
、

一
度

に
全

て

の
物
が
輝
き

だ
し
た
よ
う

に
思

わ
れ
る
日

々

が
や

っ
て
き

た
。
そ

ん
な
自
由

さ

の
中

で
、
戦
時
中

に
想
像
も
出
来

な
か

っ
た

新
し

い
思
想

や
学
問
が

一
斉

に
起

り
、
私

た
ち
身

の
回
り

に
溢

れ
か
え

っ
た
。

そ

ん
な
自
由

な
空

気

の
中

で
私

を
把
え

た
学
問

は
、

生
物

学

で
あ

り
、
進

化
論

や
遺
伝
学

へ
の
興
味

に
ダ

ー
ウ

ィ
ン
や

メ
ン
デ

ル

へ
の
強

い
憧

れ
を
抱

い
て
、

彼
等

の
伝
記

や
業

績
を
夢
中

で
追

い
馳
け

た
。

特

に
遺
伝

学

に
強
く
惹

か
れ
た

の
は
、
敗
戦

の
混

乱

の
中
、
私

た
ち

の
中
学

校

へ
新

た
に
迎
え
た
千
野
光
茂
校

長
が
、
京
都
大
学

か
ら
赴
任

し
た
。
先

生
は
、

シ

ョ
ウ
ジ

ョ
ウ
バ

エ
を
使

っ
た
遺

伝
学

の
権
威

と
し
て
知

ら
れ

て
お
り
、

私
た

ち
中
学

の
先
裴

で
も

あ

っ
た
。
先
輩

と
言

え
ば

、
後

に
国
立
遺
伝

研
究
所

々
長

と
な

っ
た
篠
遠
喜
人
先

生
も
、
当
時
す

で
に
高

名

で
あ

っ
た
か
ら
、
私

も
遺
伝

学

者

に
な

ろ
う

な
ど
夢

想
す

る
よ
う

に
な

っ
て
い
た
。

当
時

の
自
分

を
思

い
出
す
と
、
何

や
ら
小
生
意
気
な

「
遺
伝

学
少

年
」
を
気

取

っ
て
い
た
も

一の
で
し
た
。
た

し
か
そ

の
頃
北

隆
館

か
ら

『遺
伝
』

と

い
う

タ

イ
ト

ル
の
雑
誌
が
創
刊

さ
れ
、
早
速
創
刊

号
か
ら
購
入

し
て
読

み
か
じ

っ
た
も

の
で
し
た
。

こ
の
雑
誌

は
今

で
も
発
刊
が
続

い
て
お
り
、
時

し
て
見

か
け

る
と

大
変
懐

し
く
当
時
を
思

い
出
す
。
出
版
社

こ
そ
北
隆
館

で
は
な
く
、
裳
華

書
房

に
変

っ
た
が
、
半
世
紀

を
越
え

て
の
継
続

は
、

や
は
り
並

の
雑
誌

で
は
な

い
専

門

性
が

支
え
と
な

っ
て

い
る

の
で
あ

ろ
う
。

そ

の
頃
生
物

の
試
験

で

「
進
化

と

は
」

と
問
わ
れ

て
、
「
進
化

は
退
化

を
と

も

な
う
」
な
ど
と
、
自
説

を
力
説
し

た
。

ま
た
三
倍
体

の
種
な

し
西
瓜
を
作
ろ

う

と
し

て
、
ジ

ベ

レ
リ

ン

(
植
物

ホ
ル

モ
ン
)

を
雌

し

べ
に

つ
け
る
実

験
を

し

て
失
敗

を
す

る
な
ど
、

そ
ん
な
実
験
少
年

で
も
あ

っ
た
。

そ
ん
な
知

識
は
、

た

し
か
こ
れ
も

『遺
伝
』

か
ら
得
た
も

の
で
、
現
在
種

な
し
ブ
ド
ー

は
、
ブ

ド

ー
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の
開

花
時

に
ジ

ベ

レ
リ

ン
液

の
入

っ
た

コ
ッ
プ

で
、

一
房
ご

と
下
か
ら
浸
す
方

法
が

と
ら
れ

て
実
用
化

さ
れ

て
い
る
。

で
も
西
瓜

で
は
行

わ
れ
て

い
な

い
と

こ

ろ
を
見

る
と
、
失
敗

し
た

の
は
私
だ

け
で
は
な

い
だ

ろ
う
。

此

頃

は
聞

か
な

い
が

、
五
〇
年
代

頃

『
種
な
し
西
瓜
』
が
店

頭
を
賑
わ

し
た

時
期

が
あ

っ
た
。

こ

の
方

法

は
、

西
瓜

の
種
を
ジ

ベ

レ
リ

ン
に
浸
し
、

三
倍
体

の
種

に
し
、

こ
れ
を
播
く
も

の
で
あ

っ
た
。

三
倍
体

の

「種

な
し
西
瓜

の
種
」

は
結
実

し
な

い

の
で
、
出
来

た
西
瓜

は
種
な
し
と
な

る
。

し
か
し
、
種
な

し

の

種
と
は
、
何

や
ら
奇

妙
な
感
じ
が

す
る
。

何

は
と
も
あ

れ
、
将
来

は
遺
伝
学

の
研
究
者

に
な
り
た

い
と

い
う

の
が
、
夢

で
あ
り
、
進
学

も
そ

の
た
め
の
学
校

を
決

め
て
実
験
出

願
も
し

た
の
で
あ

っ
た
。

そ

の
決
心

は
固

く
、

一
九

四
八
年

旧
制

中
学

か
ら
新
制
高

校

へ
の
学
制
改
革

の

年

で
あ

っ
た
か
ら
、
中
学

五
年

で
受

験

に
失
敗

し
た
ら
高

三

に
残

っ
て
、

再
挑

戦
す

る
と
心

に
決

め

て

い
た
。

し
か

し
、
敗

戦
後

の
混

乱

の
中

で
、
身

辺

に

様

々
な
事
が
起

り
、
心
な
ら
ず

も
そ

の
年

に
、
第

二
志

望
校

に
進
学
す

る
こ
と

と
な

る
。

そ
こ

で
出
会

っ
た
日
本

古
代
史
を
専
門

と
す
る
先
生

の
影
響

を
受

け
、

遺
伝
学

か
ら
歴
史
学

へ
の
夢

は
、
事
も
な
げ

に
大
転
換

し

て
し
ま

っ
た
。

今

に
な

っ
て
考
え

て
み
て
も
、
真

に
不
思
議

と
し
か
言

い
よ
う

も
な

い
転
換

で
あ

っ
た
。
気
ま
ぐ
れ

と
言

う
か
、
底
が
浅

い
と
言
う

か
、
ま

た
柔
軟

と
言
う

の
か
、
若

さ
故
な

の
で
あ

ろ
う
か
、
そ

れ
が

一
生

の
方
向
を
決
定
付

け
る

こ
と

と

な

っ
た
こ
と

は
、
間
違

い
が
な

い
。

⇔

戦
後

の
歴
史
学
は
、
戦
前
の
歴
史
学
-

特
に
日
本
は
天
皇
を
中
心
と
す
る

す

ぐ
れ
た
国

で
あ

る
と
す
る

『皇
国
史
観
』

を
打
破
り
、
新

し

い
国
民
的
歴
史

観

を
打

立

て
よ
う

と
し
て
、
活
撥

に
活
動

し

て
い
た
。
新

し

い
歴
史
観
を
打
立

て
る

た
め
幾

つ
か

の
キ

ー
ワ
ー
ド
が
あ

っ
た
。

そ
れ

は
①
史
実

に
も
と
づ
き
集

め
ら
れ

た
素
材

を
分
析

し
構
成
す

る
②
実
証

的

・
科
学
的

歴
史

学
研
究

で
あ

る

こ
と
、
③

そ

の
研
究

対
象
も
、
歴
史

の
主
体

的
担

い
手

と
し
て

の
民
衆
を
中
核

と
す

る
こ
と
を
も

っ
て
、
新

し
い
歴
史
観

の
樹
立
を
図

る
も

の
で
あ

っ
た
。

日
本

の
太
平
洋
戦
争

と
そ

の
敗
戦

の
悲

劇
を
生

ん
だ
根

元
を
、
天
皇
制

に
求

め

る
時
、
天
皇
制

の
問
題

は
、

必
然
的

に
明
治
維
新

11
王
政
復

古

の
研
究
を
生

ん
で

い

っ
た
。

そ
う

し

た
歴
史
学

研
究

の
情

況

の
中

で
遠
山
茂

樹

『
明
治
維

新
』

(岩
波
全
書

)
が
出
版

さ
れ
大

き
な
影
響
を
受

け
た
。

(最

近
岩
波
現
代
文

庫

の

一
冊

と
し

て
復

刊
さ
れ

て

い
る
)

一
九

五

一
年
当
時

、
明
治
維
新
史
研
究

は
羽
仁

五
郎

・
井
上
清
な
ど

の
人

々
が
遠
山
茂
樹

と
共

に
リ

ー
ド

し
て
い
た
時

期

で
あ

っ
た
が

、

こ
の

一
冊

の
出
版

は
、
明
治
維
新
史

研
究

の
金
字
塔
的
意
味

を
持

っ
た
。

遠

山
先

生

に
は
、
そ

の
後
大

学
院

で
講
議

を
受

け
さ
せ

て
頂
き
、
御
面
識

を

得

て
御
指

導
を
得

る
こ
と
と
な

っ
た
が
、
先
ず

は

『
明
治
維
新
』

を
丹
念

に
読

む

こ
と
か
ら
始

め
た
。
大
変

に
註

の
多

い
論
文

で
、
内

容
も
極

め
て
高

い
著

書

で
あ

っ
た
か
ら
、
大
学

三
年

の
学
力

で
は
充
分

な
理
解

が
困
難

で
あ

っ
た
。

そ

こ
で
こ
れ
ま

た
丸
山
国
雄
先

生
を
煩
わ

し
て
、

ゼ

ミ
の
テ
キ

ス
ト
と
し
て
使

っ

て
下
さ
る
よ
う

に
お
願

い
し
た

の
で
あ

っ
た
。

丸
山
先
生

は
、
戦
後
文
部

省
が
作

っ
た
最
初

の
歴
史
教
科
書

『
く

に
の
あ
ゆ

み
』

の
実
質
的
編
集
者

と
し

て
、
大
変

な
労
苦

を
な
さ
り
、
御
自
身

も
明
治
維

新

史

の
第

一
級

の
研
究
者

と
し

て
、
多

く

の
著
作

を
な
さ

っ
て

い
た
。

そ
れ
ば

か
り
か
、
文
部
省
当
時

そ

の
配
下

に
い
た

の
が

遠
山
先
生

で
あ

り
、
文
部
省
を

退

官
後

は
、

『
く

に
の
あ

ゆ

み
』
批

判

の

一
方

の
旗
頭

が
遠
山
先

生
と
言

う

こ

と
も
あ
り
、

一
時

は
丸

山
先
生

は

『明
治
維
新

』
を

テ
キ

ス
ト
と
す
る

こ
と

に

反
対
な
さ

っ
た
。

し
か
し
、
私

た
ち
学
生

の
懇

願

に
負
け

て
、

テ
キ

ス
ト
と

し

一13一



て

の
使

用
を
許

さ
れ
た
。

こ

の
ゼ

、・・
は
素
晴

し
か

っ
た
。

テ
キ

ス
ト
は
半
世
紀

の
今

日
な
お
復

刊
さ
れ

る
ほ
ど

の
名
著

で
あ

り
、
御

指
導
下

さ
る

の
は
、
明
治
維
新

の
研

究
者
と
し

て

そ

の
史
実

に
精

し
炉
第

一
級

の
方

で
あ

っ
て
見
れ
ば
、
学
生

の
得

る
所

は
多
く
、

真

に

「
目

か
ら
鱗

の
落

る
思

い
」
を
重

ね
、

学
問

の
厳
し

さ
の

一
端

に
触
れ

る

こ
と
が

で
き

た
の
で
あ

る
。

遠

山
先
生

の
明
治
維
新
論

の
特
色

の
第

一
は
、
明
治
維
新
期

を
天
保

期

(
一

八
三
〇
代
)

に
始

ま
り
、

明
治

一
〇
年

(
一
八
七
七
)
西
南
戦
争

の
終

結

で
終

る
と
し
て

い
る
こ
と
で
あ

る
。
そ

の
第

二
は
、
こ

の
政
治
変
革

の
過
程

を
、
明

治
絶
対

主
義
天
皇
制
創
出

と
し

て
捉
え
、
変
革

の
目
的
を
幕
藩
体
制

に
代

る
近

代
的

国
家

制
体
を
築
き
、
欧

米
近
代
諸
国

に
よ
る
植
民
地
化
を
防

ぐ
こ
と

に
あ

っ
た
と
し
た
。
そ

し
て
、
第

三
は
そ

の
変
革

の
主
体

ー

担

い
手

を
、

下
級
武

士

ー

志

士
と
そ
れ
を
支

え
た
民
衆
と

し
た
点

で
あ

っ
た
。

こ

の
遠

山
茂

樹

『明
治
維
新
』

を

テ
キ

ス
ト
と
し

て
使
用
し

た
こ
と
で
、
明

治
維
新

へ
の
関
心
が
深

ま
る
中

で
、
卒
業
論
文

の
テ

ー

マ
設
定

の
時
期

を
迎
え

て
い
た
。

こ

の
頃

の
大
学

で
は
卒

業
論
文
を
課

さ
な

い
所
も
あ

る
程

で
あ

る
が
、

そ

の
頃

は
卒
業

論
文

は
四
年

間

の
学
業

の
集
大
成

と
し

て
重
視
さ

れ
て
い
た
。

卒
業
要
件

単
位

=

一
四
単
位
中

六
単
位
が
卒
業
論
文

で
あ
り
、
そ

れ
は
他

の
単

位
と
異

り
、
学
生
自
身

の
英
知

の
結
晶
と

し
て
、
乏

し

い
頭
脳

か
ら
絞

り
出

し
、

諸
先
生

の
厳

し

い
審
査

に
曝

さ
れ
る
も

の
で
あ

っ
た
。

そ

の
た

め
、
学
生

た
ち

は
、

三
年

に
入
る
と
そ
れ
ぞ

れ
テ

ー

マ
を
定

め
、
卒
業

期

の
正
月
頃

に
は
、

そ

の
提
出
が
義
務
付

け
ら
れ

て
い
た
。

こ
の
卒
業
論

文

の
テ
ー

マ
と
し
て
、
明
治
維
新

の
始

期

に
関
す

る
事
項

に

つ

い
て
書

く

こ
と
を
思

い
た

っ
た

の
は
、

『明
治
維

新
』
第

一
章
天
保

期

の
意
義

の
冒
頭

の
次

の
書

き
出

し
に
あ

っ
た
。

「明

治
維
新

の
成
就

に
先

立

2

二
〇
年
、

一
九
世

紀
三
、
四
〇
年
代

の
政
治

過

程

の
中

に
、
す

で
に
明
治
維

新

の
政
治
的
本
質

の
原
型
が
形
成
さ

れ
て

い
た
と

い
う

こ
と
が

で
き

る
。
」
と

し
て

い
る
こ
と

で
あ

っ
た
。
そ

の

「
原
型
」
が

ど

の
よ
う

に
し

て
形
成

さ
れ
る

の
か
と

い
う
問
題
が

、
心
を
強
く
促
え

た
。

そ
こ

で
言
う

「
一
九
世
紀

三
、

四
O
年
代
」
と

は
、
年

号

で
は
天
保

期

で
あ

り
、

天

保
期

を
特
色
付
け

て
い
る
も

の
は
、
飢
饉
と
百
姓

一
揆

・
都
市
打

こ
わ
し
、

そ

の
対
応
と
し

て
の
水
野
忠
邦

の
天
保
改
革

に
至
る
政
治

過
程

に
他
な
ら

な

い
。

「
原
型
」

を
求

め
る
た

め
に
は
、

こ
れ
ら
特
質
的

事
項

の
究

明

こ
そ
必
要

で
あ

ろ
う
と
考

え

た
の
で
あ

っ
た
。

天

保
改
革

を
促
す
直

接

の
き

っ
か
け

と
し

て
、

『明

治
維
新
』

で
は
、

こ

の

時
期

の
百
姓

一
揆

の
昴
揚

を
あ
げ

る
。
黒
正
巖

『百
姓

一
揆
年
表
』

に
よ

っ
て
、

天
保
期

一
四
年
間

の

一
揆
発
生

件
数

の
年
平
均
が

一
一
・
二

一
件

で
あ

り
、

そ

れ

は
、
天
保
期

以
前

の

二
倍

で
あ

る
。
「
特

に
天
保

七
年

(
一
八

三
六
)

に
は

二
六
件
、

こ

の
中

に
は
幕
府

の
直

轄
地

で
軍
事
的
要
衝

で
あ
る
甲
斐

一
国

を
あ

げ

て

の
大
暴

動

-

郡
内

騒
動

i

が
起

っ
て
い
る
。
」

と
述

べ
る
。

そ
し

て

続

い
て
翌
八
年

の
大
坂

で
の
大
塩

平
八
郎

の
乱
を
あ
げ

て
、
そ

の
政
治
的
意

図

と
、
幕
府

の
軍
事
力

の
無
力

を
天
下

に
暴
露

し
た
政
治
的

効
果
と
を
も

っ
て
、

「
政
治
史
的

に
新

し

い
段
階
を
劃

し
た
事

件

で
あ

っ
た
。
」

と
評
価
が
な

さ
れ

て

い
る
こ
と
が

目
を
促
え

た
。

大

塩

の
乱
と
併

記

さ
れ
、
天
保

改
革

の
直

抗
的

契
機

と

な

っ
た

『郡

内
騒

動
』

と
は
、

ど

の
よ
う
な
事
件

で
あ

っ
た

の
か
。

こ
の
究

明
を
卒
論

の
テ
ー

マ

と
す

る
こ
と
に
決

め
た

の
で
あ

っ
た
。

⇔

卒
業
論
文

「
天
保

七
年
甲
斐
郡
内

騒
動

に
つ
い
て
」

は
、

一
九
五

三
年

一
月
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(

完

成
し

て
提
出

し
た
。

本
文

は
約

一
O
O
枚

(
四
〇
〇
字
詰
)

地
図

・
附
表

・

註
等

を
加
え

て

一
五
〇
枚
近

い
も

の
で
あ

っ
た
。

郡

内
騒
動
と

は
、

天
保

七
年

(
一
八
三
六
)

に
山
梨
県

の
東

部
郡
内
地
域

に

起

っ
た

一
揆

で
あ

っ
た
が

、

こ
れ
が

目
的

は
救
米
を
富
有
農

民
か
ら
借
り
入

れ

く
に
な
か

る
こ
と

で
あ
り
、

国
中
と
よ
ば
れ

る
甲
府
方

面

に
出
向

い
た
こ
と
が
発
端

で
あ

っ
た
。
し

か
し
、
頭
取

で
あ

っ
た
中

心
人
物

の
犬
目
村
兵
助

・
下
和
田
村
武

七

等

の
米
借
り
も
、
笹

子
峠
を
越
え

て
甲
府
盆

地

に
入

る
と
、
打

こ
わ
し

へ
と
進

展
し
、
甲
府

は
も

と
よ
り
各
地

へ
と
広
が

り
、
信
州
境

に
ま
で
及
ぶ
大
騒
動

と

な

っ
て
し
ま

っ
た
。

こ

の
打

こ
わ

し
に
対
し
、
甲
斐
を
支
配

し

て
い
た
谷
村

・

甲
府

・
石
和

・
市

川
大
門
な
ど
各
代
官
所

は
も
と

よ
り
、
甲
府

城
警
備

に
あ

た

る
甲
府
勤
番
も

そ

の
鎮

圧
が

不
可
能

で
あ

っ
た
。

こ
の
た
め
幕

府

は
、
近
隣

の

諏
訪

・
高
遠

・
沼
津

藩
な
ど

に
出
兵

を
命

じ
、

よ
う

や
く
鎮

圧
す

る
こ
と
が

で

き
た
と

い
う
大
事
件

で
あ

っ
た
。

こ
れ
程

の
歴
史
的

大
事
件

に
も

か
か
わ
ら
ず
、

ほ
と
ん
ど
研
究
ら

し
い
研
究

の
行
わ
れ

て

い
な

い
と

い
う

の
が
、

当
時

の
情
況

で
あ

っ
た
。
遠
山
先
生
も

甲

斐

で
の
郡
内
騒
動

と
書
き
な
が
ら
、

註

に
掲
げ

た
文
献

は
僅

か

に

一
点
、
小

野

武
夫

『百
姓

一
揆
叢

談
』
下
冊
所
収

「
郡
内
騒
動
」

の
み

で
あ

っ
た
。

こ
れ
は

昭
和

二
年

(
一
九

二
七
)

に
刊
行

さ
れ
た
が
、
郷
土
史
家

水
上
文
淵

に
よ
り
騒

動
記
風

に
書

れ
た
も

の
で
あ

っ
て
、
実
証
的
な
研
究
書

で
は
な

か

っ
た
。

し
た

が

っ
て
、
何

は
と
も
あ
れ
先
ず
騒
動

の
全
様
を
明
確

に
す
る
こ
と
が
求

め
ら
れ

た
。事

件

の
全
様

を
明
ら

か
に
す

る
と

一
言

で
言
う

こ
と
は
容
易

で
あ

る
が
、

小

県
と

は
言

い
な
が
ら
山
梨
県
全
域

に
及
ぶ
村

々
が
、

天
保

七
年

八
月

二
〇
日
か

ら

二
五
日
に
か
け

て
そ

の
渦
中

に
あ

っ
た
の
で
あ

り
、
村
名

一
つ
と

っ
て
も
数

百

か
村

に
関
わ
る
と

い
う
大
規
模

な
も

の
で
あ

っ
た
。

村

々
が
ど

こ
に
あ

る

の

か
さ
え

一
々
調

べ
る
毎
日
だ

っ
た
こ
と
を
思

い
出
す
。

そ
れ
に
加
え

て
活
字
化

さ
れ

た
史
料

は
ほ
と
ん
ど
な
く
、

ほ
と
ん
ど
が

毛
筆

で
和
紙

に
書

れ
た
生

の
文

書

を
読
ま
な
く

て
は
な
ら
な

い
状
態

で
あ

っ
た
。

活
字
化

さ
れ
た
史

料
は
、
甲
斐
叢
書
⇔

に
収

め
ら
れ

た

「
甲

騒
落

去
」
と

こ

れ

に
附
録

と
さ
れ
た

「
甲
州

一
揆
注
進
」

の
み
と
言
う

こ
と
で
あ

っ
た
。

こ
の

「
甲
騒
落

去
」

の
原
本

は
、
後

に
内

閣
文
庫

に
あ

る
こ
と
が

わ

か
り
、

そ
れ

と

照
合

し
て
み
る
と
、

誤
写
や
校
正

の
誤

り
が
多

く
あ

る
こ
と
が

わ
か

っ
た
が
、

一
揆
落
着
時

の
判
決

内
容
を
記

し
た
文
書

で
大

い
に
利
用

さ
せ
て
も
ら

っ
た
。

ま
た

「
甲
州

一
揆
注
進

」

は
、
甲
府
代
官

井
上
十
左
衛
門

か
ら
幕
府

へ
の
報
告

書

で
あ
り
、
大

い
に
利
用
し

た
が
、

甲
州

文
庫

(
山
梨
県

立
図
書
館

蔵
)

の
写

本
と
対
比
す

る
と
、
誤
植
や
脱
落
が

目
立

つ
が
、
当
時

は
役

立

っ
た
。

文
書
も
碌

々
読

め
な

い
無
学

の
学
生
が

、
自
分

の
無
力

を
泌

々
と
思

い
知
ら

さ
れ

た
の
で
あ

る
が

、

こ
の
労
苦

は
予
想

以
上

の
成
果

を
与

え
て
く
れ

た
。

そ

の
第

一
は
、

山
梨

県
全
域

の
村

々
を
対
象

に
し

て
奮
闘

し
た
結

果
、

こ
の
地
域

の
全

て
の
村

々
と
そ

の
様
子
を
知

っ
た
こ
と

で
あ

っ
た
。

こ

の
こ
と
が
、
後

々

山
梨
を

フ
ィ
ー

ル
ド
と
し

て
、
研
究

を
続

け

る
基
礎
と

な

っ
た
。
そ
し

て
後

に
、

山
梨
県
内

の
自

治
体

史
や
山
梨
県
史

の
編

纂

に
関
わ

る
こ
と

へ
と
繋

っ
て
来

た
。

ち
な

み
に
以
後

関

っ
た
山
梨
県
内

の
自
治

体
史

は
、
石
和

町
誌

・
境
川
村
史

・

甲
府
市
史

・
都

留
市
史

・
富
士
吉

田
市
史
な
ど

で
あ

り
、

山
梨

県
史

は
な

お
進

行
中

で
、
後
数
年

は
続
く

こ
と
で
あ

る
。

こ
の
こ
と
は
さ

て
お

い
て
、
卒
論

の
成
果

は
自
身
満
足

の
出
来

る
も

の
で
は

な

か

っ
た
。

一
言

で
も

っ
て
す

れ
ぽ

、
騒
動

の
発
生

か
ら
そ

の
終
末

に
至

る
事

件

の
経
過

を
、
時
間
を
追

っ
て
明
ら
か

に
す

る
に
止

り
、

そ

の
歴
史
的
意
義

を

明
ら

か
に
す
る
ま

で
至
ら
な

か

っ
た
。
そ

の
た
め
以
後

も
機

会
あ

る
度

に
研
究

の
深
化

を
心
掛
け

た
。

し
か
し
、
大
学
を
卒
え

て
高
校

に
就
職
し

て
教
師

の
道
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を
歩

み
は
じ

め
る
と
、
日
常

の
雑
務

や
教
師
と

し
て
の
仕
事

を
優
先

し
な

く
て

は
な
ら
ず
、
研
究

の
進

展

は
意

の
ま
ま

に
な
ら
な

か

っ
た
。

そ
こ

で
思

い
切

り

よ
く
仕
事
を
捨

て
、
大
学
院

へ
進

ん
だ
。

一
九
五

八
年
東
京
都

立
大
学
大
学
院

に
進

ん
だ

の
は
、
遠

山
先
生
と
も
親

し

く
、
す

で
に

一
九

四
八
年

に
は

『百
姓

一
揆
論
』
を

「新

日
本

史
講
座

1
」

と
し

て
h
中
央
公
論
社

か
ら
出

さ
れ

て

い
た
北
島
正
元
先
生

の
御
指
導
を
受
け

た

い
た

め
で
あ

っ
た
。

そ

の
頃
北
島
先

生
は
新
潟
大
学

か
ら
都

立
大
学

に
移
ら

れ
、
近
世
史
研
究

の
第

一
人
者
と

し
て
高

く
評
価
さ
れ

て
い
允
。
'そ

の
た
め
、

都

立
大
学

に
は
先
生

の
名
声
を
慕

っ
て
、
力

の
あ

る
学
生
が
多

く
集

っ
て
来

て

い
た
。

し

た
が

っ
て
北

島
ゼ

、・・
は
活
気

と
刺

戟

に
満

ち
、
若

い
学
生

の
人
気

の

的

と
な

っ
て
い
た
の
で
あ

っ
た
。

、

都

立
大
学

の
修

士
論

文
は

r『天
保
期

甲
斐

の
政
治
動
向
』

と
題

し
、
郡
内
騒

動

の
研
究
を
更

に
深
化

し
、

一
国
天
領

と
し

て
幕
府

の
直
接
支
配

地

で
あ

る
甲

斐

に
お
け

る
天
保
期

の
政
治
動
向

に

つ
い
て
論
じ
た
も

の
で
あ

っ
た
。
言
う
ま

で
も
な
く
郡
内
騒
動

に
よ
る
動
揺

は
、

翌
年

二
月

の
大
坂

で

の
大
塩

の
乱
と
深

く
関

わ
る
も

の
で
あ

り
、
そ
れ
が
天
保
改
革

-

明
治
維
新

へ
の
政
治
史
的

に

新

し

い
段
階
を
劃
ず

る
事

件

で
あ

っ
た
、

と
す
る
遠
山
先
生

の
視

点
を
継
承
す

る
も

の
で
あ

っ
た
。

こ

の
論
文
中

で
直
接

言
及
は

し
な

か

っ
た
が
、
郡
内
騒
動

の
中

心
人
物

の

一

人
、
犬

目
村
兵
助

に

つ
い
て
調
査

し
、

そ

の
人
物
像
を
明

ら
か
に
す

る
こ
と
が

で
き
た
こ
と

は
、
大
き

な
成
果

で
あ

っ
た
。

特

に
兵
助

に
関

し
て
は
、
天
保
七

年

八
月

の
騒
動
直
後

の
逃
亡
中

の
旅

日
記

を
発
見
し
、

こ
れ
を
発

表
し

た
こ
と

は
、
学

界

に
大
き

な

一
石
を
投
じ

る
こ
と
と
な

っ
た
。

こ
の
旅

日
記
が
縁
と
な

っ
て
、

兵
助

の
妻

の
実
家

か
ら
、
兵
助

の

一
揆
参

加
前
後

に
関

す
る
数
点

の
文

書

も
発

見
す

る
幸
運

に
恵

ま
れ

た
の
も
、
今

に
し

て
思
え
ば
、
研

究
冥
利

に
尽

き

る
こ
と

で
あ

っ
た
。

こ
れ
ら

の
点

は
、

『文
芸
論

叢
』

三
二
号
中

に

「
史
料

-

人
と
の
邂
逅
1

」
と
い
う
小
文
に
記
し
た
の
で
御
覧
い
た
だ
け
れ
ば
幸

い

で
あ

る
。四

犬
目
村
兵
助

に
関
す
る
調
査

は
、

そ

の
後

の
研
究
生
活

に
大
き
な
変
化
を
生

む

こ
と

と
な

っ
た
。
近
世

の
犬

目
村

は
、
現
在
山
梨
県

の
東

端
上
野
原
町
犬

目

で
あ
り
、
中
央
高

遠
道

路

「
談
合

坂
サ
ー
ビ

ス

エ
リ
ア
」
北
側

の
山
村

で
あ

る
。

こ

こ
は
近
世
甲
州
道
中

犬
目
宿

の
あ

っ
た
と
こ
ろ

で
あ
り
、
兵
助

は
犬
目
村
役

人

で
あ

っ
た
と
同
時

に
犬
目
宿
役
人

で
も
あ

っ
た
。

し
た
が

っ
て
犬
目
村

で
の

兵
助

の
調
査

は
、

犬
目
宿

で
の
兵
助

に

つ
い
て
の
調
査

で
も

あ

っ
た
。
旧
犬

目

宿

本
陣
岡
部
家
文
書

を
通
し

て
兵
助

を
調
べ

て
い
く
中

で
、
犬

目
宿

へ
の
関
心

が

深
ま

っ
て
い

っ
た
。

他
方
、
兵
助

の
旅

日
記

は
、
旅
を
通

し

て
逃
亡
生
活
を

可
能

に
し
た
要

因
に

つ
い
て
考
え

る
こ
と
と
な
り
、
宿
場

や
旅

-

交
通

・
運

輸

な
ど

へ
の
関

心
を
深

め

る
こ
と

と
な

っ
た
。
明
治
維
新

や
百
姓

一
揆
な
ど

に

対
す

る
従
来

の
関

心
が

さ
ら

に
発
展

し
、
新

な
関
心

に
向

い
は
じ
め

て
い
た
。

そ
ん
な
犬
目
宿
の
調
査
を
ま
と
め
た
論
文
が

「近
由
宿
駅
の
構
造
-

甲
州

街
道
犬
目
宿
に
つ
い
て
ー

」
(立
正
女
子
大
学
短
期
大
学
部
紀
要
第

一
六
集
)

で
あ

っ
た
。

こ
れ
は
、
交
通

・
運
輸

に
関
す
る
最
初

の
論
文

で
あ

っ
た
が
、
近

世
宿
駅
と

し
て

の
犬

目
宿

の
変
遷

は
当
然

の
こ
と
な
が
ら
、

明
治

維
新
を
契
機

と
す

る
近
世
宿
駅

の
廃

止

の
問
題

を
避

け

て
通

る
わ
け

に
は
行

か
な

い
。
明
治

維

新
が
宿
駅
制

の
解
体

を
ど

の
よ
う
に
し

て
進

め
、
新

し
い
交
通

・
運
輸
制
を

生
み
だ

し
て
い

っ
た
か
と
言
う
新

な
関

心
を
生

ん
だ

の
で
あ

っ
た
。
そ

の
結
果
、

短

期
大
学
部
紀
要

に

一
九
七

二
年
以
後
連
年

に
わ
た
り
山
梨

県
下

で
の
交
通

・

運

輸

に
関

し
、
明
治
維

新
期

の
問
題

に
関
す
る
論
文
投
稿

を
行

っ
た
。
そ
れ
を
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列
記
す

る
と
次

の
よ
う

で
あ

る
。

「
近
世
宿
駅

の
構

造

-

甲
州
街
道

犬
目
宿

に

つ
い
て
」
紀
要
第

一
六
集

(七
二
年
)

「
山
梨
県
下
陸
運

会
社

の
設
立
」

紀
要
第

一
七
集

(七
三
年
)

「
甲
斐
国
中
馬
会

社

の
創
業

に

つ
い
て
」

紀
要
第

一
八
集

(七
四
年
)

「
甲
斐
国
中
馬
会

社

の
発
展

に

つ
い
て
」

紀
要
第

一
九
集

(七
五
年
)

「
富
士
川
運
輸
会

社

の
創
業

に

つ
い
て
」

紀
要
第
二
〇
集

(七
六
年
)

「
富
士
川
運
輸
会

社

の
発
展

に

つ
い
て
」

紀
要
第
二
一集

(七
七
年
)

「
蒲
原
新
水
道

の
建
築
と
経
営

に

つ
い
て
」

紀
要
第
二
二
集

(七
八
年
)

「
蒲
原
新
水
道

の
建
築
と
経
営

に

つ
い
て
」
⇔

紀
要
第
≡
二
集

(七
九
年
)

「
明
治
維
新

期

に
お
け

る
宿
駅
制

度

の
諸
問
題
」

e

紀
要
第
二
四
集

(八
〇
年
)

「
明
治
維
新

期

に
お
け

る
宿
駅
制

度

の
諸
問
題
」
⇔

紀
要
第
二
五
集

(八
一
年
)

「
明
治
維
新

期

に
お
け

る
宿
駅
制

度

の
諸
問
題
」

㊨

紀
要
第
二
七
集

(八
三
年
)

「
陸
運

元
会

社

に
お
け

る
継

立
機
構

の
整
備
」

紀
要
第
三
O
集

(八
六
年
)

「
明
治

期

に
お
け

る
運
河
開
削

と
技
術
」

紀
要
箜

一三
集

(八
八
年
)

遠
山
茂
樹

『
明
治
維
新
』

に
よ

っ
て
触
発

さ
れ
た
関
心

は
、
郡
内

騒
動
を

は

じ

め
と
す
る
百
姓

一
揆

へ
の
研
究

か
ら
近
世
村
落

の
研
究
を
経

て
、

明
治
維
新

期

の
交

通

・
運
輸

の
研
究

へ
と
大
き
く
発
展

し
て
来

た
。

し
か
し
、

決
し

て
こ

の
間

を
段
階
を
追

っ
て
順
序

正
し
く
変

っ
て
来

た
わ
け

で
は
な

い
。

例
・兄
ば
、

一
方

で

「富

士

川
運
輸

会
社

」

に
関

す

る
論
文

を
書

き
な
が

ら
、
他

方

で

は

「犬

目
村
兵
助

」
あ

る

い
は

「
天
保
飢

饉

に
お
け

る
夫

食
拝
借

に

つ
い

て
1

甲
州

郡
内
領
諸
村

を
中

心

に
ー

」

(
『地
方

史
研
究
』

漁
1
5
7
)

を
書
く

と

い
う
具
合

で
あ

っ
た
。

し
か
し
、
概

し
て
言
え
ば
、
国
連
大
学

の

「
人
間
と
社

会

の
開
発
プ

ロ
グ
ラ

ム
」

で
の
研
究
報
告

等

で
は
、
殖
産
興
業
政
策

と
交
通

・

運
輸

問
題

へ
の
関

心
を
強

め

た
。

そ
し

て
、
近
代

交
通

・
運
輸

〈
傾

斜
〉
、
共

著

で

『
交
通
運
輸

の
発
達

と
技
術
革

新
』

(東
大

出
版
)

を
出
す
な
ど

の
こ
と

も
あ

っ
た
。

こ

の
よ
う

に
し

て
、
近
代

と
関

わ
り
な
が
ら
も
、
自

治
体

史

の
編

さ
ん
で
近

代
を
取
扱

っ
た
も

の
は
、
取
手
市

史

の
み

で
あ

り
、
先

述
し
た
石
和

町
誌

・
境

川
村
史

・
甲
府
市
史

・
都
留
市
史

・
富
士
吉

田
市
史

及
び
山
梨
県
史

に
あ

っ
て

は
、

い
ず

れ
も
近
世
史

の
専
門
委
員

と
し

て
史
料
編

・
通
史
編
共

に
編

さ
ん
と

執
筆

に
関
わ

っ
て
今

日
に
至

っ
て
い
る
。

㊨

一
九

五

一
年
、
遠
山
茂
樹

『
明
治
維
新
』
と

の
出
会

い
に
よ

っ
て
始

っ
た
歴

史
学
研

究
は
、
様

々
な
方
面

に
わ
た
り
発
展

し
て
今

日

に
至

っ
た
。
考

え
て
見

れ
ぽ
、
最

初

に
書

い
た
よ
う

に
、
遺
伝
学
研
究

を
夢

想
し

た
少
年

の
思

い
は
、

た
ち
ま
ち
変

じ

て
歴
史

へ
と
向

い
、
以
来

五
〇
年

の
日
月
を
重
ね

て
こ
こ
ま

で

来

た
。

思
え
ば
長

い
よ
う

で
ま
た
短

い
、
短

い
よ
う

で
長

い
過
程

で
あ

っ
た
と

思

う
が

、

一
つ
の
事

を
育

て
る

こ
と

の
出
来

た
こ
と
は
、
何

に
も
代

え
難

い
幸

せ
に
違

い
な

い
。

こ
の
辺

で
最
後

の
ま
と

め
が

必
要
な

の
だ

ろ
う

か
と
自

問
す

る
こ
と
が
あ

る
。

し
か
し

、
思

い
の
ま
ま

に
、
様

々
の
方
向

に
思
考

を
発

展
さ

せ
、
色

々
な
問
題

に
関

心
を
広
げ

て
、

そ
の
間

を
自

由

に
縦
横

に
往
来

し

て
終

る

の
も
、
ま

た
楽

し
い
限

り
だ
と
思
え
も
す

る
。

だ
が
ま

て
よ
、
物
事

の
動
機
を
大
切

に
し
て
、
そ
れ
を
発
展

さ
せ
る

こ
と

の

重

要
さ
が
あ

る
な
ら
ぽ

、
そ
れ
な
り

の
ま
と
め
と
結
末
が
、

や
は
り
必
要
な

の

で
は
な

い
か
。

あ
な

た
方

は
、

そ

の
点
ど

の
よ
う

に
考

え

て
、

こ
の
先
生
き

て
行

か
れ

る
の

で
し

ょ
う

か
。
私

の
拙

い
経
験
が
も

し
お
役

に
立

つ
よ
う

な
こ
と
が

少
し

で
も

あ

っ
た
ら
、

こ
の
上

も
な

い
喜
び

で
す
。
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