
私
は
今
年
（
昭
和
五
十
九
年
）
四
月
八
日
か
ら
十
月
七
日
ま
で
六
か
月

間
、
日
本
学
術
振
興
会
の
特
定
国
（
韓
国
）
派
遣
研
究
者
と
し
て
留
学

の
機
会
を
得
、
そ
の
間
ほ
と
ん
ど
を
ソ
ウ
ル
に
あ
る
大
韓
民
国
国
史
編

纂
委
員
会
で
の
史
料
調
査
に
日
々
を
送
っ
た
。

国
史
編
纂
委
員
会
と
は
韓
国
文
教
部
（
文
部
省
）
の
直
轄
機
関
で
「
大

韓
民
国
史
」
の
編
纂
を
行
な
う
い
わ
ば
韓
国
歴
史
学
界
の
中
枢
機
関
で

あ
り
、
日
本
で
は
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
が
こ
れ
に
あ
た
る
。
そ
の
よ

う
な
機
関
で
六
か
月
の
研
究
生
活
を
送
れ
た
こ
と
自
体
貴
重
な
体
験
だ

が
、
関
西
大
学
で
は
か
つ
て
昭
和
五
十
五
年
に
国
史
編
纂
委
員
会
か
ら

「
承
政
院
日
記
』
『
備
辺
司
謄
録
』
等
、
韓
国
史
の
貴
重
な
多
く
の
文

献
の
寄
贈
を
う
け
た
こ
と
も
あ
り
（
日
本
で
は
東
京
大
学
と
本
学
だ
け
と
聞

い
て
い
る
）
、
こ
こ
に
委
員
会
の
紹
介
ま
た
私
の
研
究
等
に
つ
い
て
若
干

の
べ
さ
せ
て
い
た
だ
こ
う
と
思
う
。

国
史
編
纂
委
員
会
は
簡
単
に
示
す
と
図
の
よ
う
な
構
成
に
な
っ
て
い

る
。
委
員
は
学
識
経
験
者
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
、
毎
月
委
員
会
が
開
か

れ
る
。
委
員
長
朴
永
錫
博
士
は
今
年
一
月
急
逝
さ
れ
た
前
委
員
長
李
舷

涼
博
士
の
あ
と
を
つ
い
で
、
二
月
に
高
麗
大
学
史
学
科
教
授
か
ら
赴
任

さ
れ
た
。
韓
国
近
代
史
、
と
く
に
独
立
運
動
史
を
専
攻
し
て
お
ら
れ
る
。

国
史
編
纂
官
は
職
名
と
し
て
は
教
育
研
究

官
・
教
育
研
究
士
か
ら
な
り
、
あ
わ
せ
て

—
事
務
局

名

長

13

員
ー
ー
編
史
室
二
十
一
名
で
編
史
室
、
調
査
室
に
配
さ
れ

委

て

い

る

。

編

史

室

は

申

載

洪

室

長

（

教

育

委

員

研
究
官
）
の
も
と
各
時
代
担
当
に
わ
け
ら

ー
調
査
室

れ
、
そ
れ
ぞ
れ
編
史
の
業
務
を
、
調
査
室
は
金
厚
卿
室
長
（
教
育
研
究
官
）

の
も
と
資
料
収
集
・
整
理
・
管
理
の
業
務
を
進
め
て
お
ら
れ
る
。
そ
の

ほ
か
両
室
と
も
嘱
託
の
職
員
が
あ
わ
せ
て
三
十
二
名
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ

専
門
の
仕
事
に
た
ず
さ
わ
っ
て
い
る
。

国
史
編
纂
委
員
会
は
む
ろ
ん
大
韓
民
国
独
立
後
に
で
き
た
機
関
だ
が
、

こ
れ
ま
で
多
く
の
韓
国
史
の
根
本
史
料
の
収
集
・
編
集
を
行
な
い
、
そ

れ
ら
は
『
王
朝
実
録
」
『
承
政
院
日
記
」
『
各
司
謄
録
」
あ
る
い
は

泉

大
韓
民
国
国
史
編
纂
委
員
会
で
の
留
学
生
活
を
終
え
て

澄
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『
大
韓
民
国
独
立
運
動
史
』
な
ど
大
冊
の
書
物
と
な
っ
て
出
版
さ
れ
、

研
究
上
の
貴
重
な
文
献
と
な
っ
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
私
が
こ
の
国
史
編
纂
委
員
会
に
か
か
わ
っ
た
の
は
昭
和
五

十
一
年
か
ら
で
、
委
員
会
が
所
蔵
す
る
対
馬
・
宗
家
文
書
の
調
査
の
た

め
関
西
大
学
東
西
学
術
研
究
所
か
ら
派
遣
さ
れ
た
こ
と
に
は
じ
ま
る
。

「
宗
家
文
書
」
と
は
あ
ら
た
め
て
説
明
の
必
要
も
な
い
と
思
う
が
江
戸

時
代
の
藩
政
文
書
と
し
て
は
屈
指
の
も
の
。
そ
の
ぼ
う
大
な
文
書
量
も

さ
り
な
が
ら
、
と
く
に
宗
家
が
中
世
い
ら
い
朝
鮮
と
深
い
か
か
わ
り
を

も
つ
稀
有
の
存
在
で
あ
る
だ
け
に
江
戸
時
代
の
外
交
史
料
と
し
て
も
き

わ
め
て
価
値
が
高
い
。
い
ま
も
そ
の
大
部
分
は
対
馬
の
宗
家
文
庫
（
宗

家
の
菩
提
寺
・
万
松
院
内
に
あ
る
）
に
保
管
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
う
ち

日
朝
交
渉
史
に
か
か
わ
る
史
料
（
約
二
万
八
千
点
）
が
大
正
末

l
昭
和
初

期
に
か
け
て
、
朝
鮮
総
督
府
の
直
轄
機
関
で
あ
っ
た
朝
鮮
史
編
修
会
に

買
い
と
ら
れ
、
京
城
（
い
ま
の
ソ
ウ
ル
）
へ
移
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ

が
終
戦
に
よ
り
朝
鮮
総
督
府
の
諸
資
料
と
と
も
に
国
史
編
纂
委
員
会
へ

ひ
き
つ
が
れ
、
今
日
に
至
っ
て
い
る
。

一
方
、
私
は
昭
和
四
十
七
年
夏
、
個
人
的
な
調
査
で
は
じ
め
て
対
馬

の
宗
家
文
庫
に
足
を
ふ
み
入
れ
た
。
約
三
十
坪
の
文
庫
内
の
書
棚
に
は

、
、
、
、
、
、
、

文
書
・
記
録
類
が
未
整
理
の
ま
ま
雑
然
と
稽
み
重
ね
ら
れ
た
ま
ま
で
あ

っ
た
。
斯
界
に
そ
の
名
は
知
ら
れ
て
い
て
も
個
人
的
に
は
ま
っ
た
＜
処

理
し
き
れ
な
い
文
書
・
記
録
の
山
。
少
し
思
い
立
っ
た
ぐ
ら
い
で
誰
に

も
整
理
な
ど
で
き
る
は
ず
も
な
か
っ
た
。
と
こ
ろ
が
当
時
、
対
馬
と
博

多
の
間
に
フ
ェ
リ
ー
が
通
い
は
じ
め
、
文
化
財
の
多
く
が
島
外
へ
流
出

す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
「
国
境
の
島
」
と
か
「
中
世
の
残
る
島
」
と
か

そ
れ
ぞ
れ
勝
手
な
宣
伝
文
句
と
は
別
に
、
対
馬
の
文
化
財
は
ま
っ
た
＜

無
防
備
で
あ
っ
た
。
島
の
関
係
者
の
憂
慮
は
大
き
か
っ
た
。
そ
の
た
め

ま
ず
島
の
文
化
財
の
中
心
と
も
い
え
る
宗
家
文
庫
史
料
の
整
理
・
保
管

の
計
画
が
進
め
ら
れ
、
昭
和
五
十
年
か
ら
総
合
調
査
が
行
な
わ
れ
る
こ

と
に
な
っ
た
。
文
化
庁
•
長
崎
県
・
地
元
の
厳
原
町
の
共
同
事
業
と
し

て
は
じ
め
ら
れ
た
が
、
幸
い
に
も
私
は
調
査
員
と
し
て
参
加
す
る
こ
と

に
な
り
、
今
年
ま
で
十
年
間
、
調
査
に
通
い
つ
づ
け
て
い
る
。

実
は
宗
家
文
庫
史
料
の
総
量
は
今
日
に
至
る
も
不
明
と
い
う
ほ
か
な

く
、
毎
夏
行
な
わ
れ
る
調
査
の
た
び
に
調
査
員
一
同
溜
息
を
つ
く
あ
り

さ
ま
で
あ
る
。
し
か
し
、
量
的
に
不
明
と
い
う
の
は
書
簡
類
、
い
わ
ゆ

る
一
紙
も
の
で
、
他
の
日
記
・
記
録
類
（
一
応
冊
子
の
体
を
な
し
て
い
る

も
の
）
に
つ
い
て
は
す
べ
て
整
理
を
終
え
目
録
も
出
版
さ
れ
た
。
調
査

を
終
え
た
史
料
（
約
二
万
五
千
点
）
は
い
ま
長
崎
県
立
対
馬
歴
史
民
俗
資

料
館
の
書
庫
へ
移
さ
れ
、
研
究
者
の
利
用
に
供
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
総

合
調
査
へ
の
参
加
に
よ
り
、
島
外
へ
出
て
し
ま
っ
た
史
料
も
含
め
て
宗

家
文
書
の
全
体
像
が
把
握
で
き
、
か
つ
個
々
の
史
料
の
性
格
等
を
理
解

で
含
た
の
は
有
難
か
っ
た
。

私
が
宗
家
文
庫
と
か
か
わ
っ
た
の
は
江
戸
時
代
、
日
本
・
朝
鮮
間
の

外
交
文
書
を
管
掌
し
た
以
酎
庵
の
研
究
の
た
め
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
史

料
調
査
の
た
め
八
年
前
国
史
編
纂
委
員
会
へ
出
張
し
た
の
で
あ
る
。
そ

の
後
、
東
西
学
術
研
究
所
が
行
な
っ
て
い
る
対
馬
藩
儒
．
雨
森
芳
洲
の

共
同
研
究
に
参
加
で
き
、
宗
家
文
庫
史
料
の
調
査
と
相
ま
っ
て
、
私
の
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近
世
対
馬
史
ま
た
日
本
・
朝
鮮
交
渉
史
へ
の
理
解
も
深
ま
っ
て
い
っ
た
。

近
年
に
な
っ
て
私
は
大
庭
脩
先
生
が
行
な
っ
て
お
ら
れ
る
「
日
中
欧

間
陶
磁
器
貿
易
の
研
究
」
に
ヒ
ン
ト
を
得
、
江
戸
時
代
初
ー
中
期
に
か

け
て
対
馬
藩
が
経
営
し
た
「
釜
山
窯
」
に
関
心
を
も
っ
た
。
「
釜
山
窯
」

と
い
っ
て
も
知
ら
な
い
人
が
多
い
と
思
う
が
、
寛
永

l
延
享
年
間
ま
で

ほ
ぽ
百
年
、
対
馬
藩
が
釜
山
の
倭
館
内
に
築
い
た
窯
の
こ
と
。
将
軍
を

は
じ
め
数
寄
大
名
な
ど
か
ら
送
ら
れ
て
く
る
見
本
（
御
本
と
い
う
）
を
も

と
に
、
注
文
の
茶
陶
を
釜
山
で
焼
い
て
い
た
の
で
あ
る
。
な
か
で
も
と

く
に
茶
碗
は
「
御
本
茶
碗
」
と
よ
ば
れ
、
茶
の
湯
界
で
重
宝
さ
れ
て
い

た
。
対
馬
藩
で
は
そ
の
た
め
対
馬
か
ら
陶
エ
・
絵
師
を
釜
山
へ
派
遣
し
、

朝
鮮
へ
陶
土
・
薪
の
供
給
を
求
め
、
と
き
に
は
陶
工
の
応
援
ま
で
求
め

た
の
で
あ
る
。
釜
山
窯
の
作
品
は
い
ま
に
多
く
伝
来
し
て
い
る
が
、
そ

れ
ら
は
近
世
日
朝
文
化
交
流
の
証
し
と
い
っ
て
も
よ
か
ろ
う
。

と
こ
ろ
が
こ
の
釜
山
窯
に
つ
い
て
、
こ
れ
ま
で
茶
陶
あ
る
い
は
窯
趾

等
に
か
か
わ
っ
て
の
み
関
心
が
も
た
れ
、
ふ
し
ぎ
な
こ
と
に
そ
の
歴
史

に
つ
い
て
は
ま
っ
た
＜
研
究
が
行
な
わ
れ
て
い
な
い
。
昭
和
五
年
、
浅

川
伯
教
と
い
う
い
わ
ば
好
事
家
が
『
釜
山
窯
と
対
州
窯
」
と
い
う
本
を

出
し
た
が
、
と
く
に
窯
史
に
つ
い
て
は
あ
い
ま
い
な
記
述
が
多
い
。
に

も
か
か
わ
ら
ず
多
く
の
美
術
関
係
者
は
こ
の
書
物
に
た
よ
っ
て
「
釜
山

窯
」
の
歴
史
的
解
説
を
行
な
っ
て
き
て
い
た
。
と
い
う
の
も
、
と
も
か

＜
釜
山
窯
に
つ
い
て
参
考
に
す
べ
き
本
と
い
え
ば
、
こ
れ
一
冊
だ
っ
た

か
ら
で
あ
る
。

私
は
思
い
つ
く
ま
ま
に
宗
家
文
庫
の
日
記
等
か
ら
釜
山
窯
関
係
の
史

料
を
集
め
て
い
た
が
、
浅
川
氏
の
記
述
と
く
い
ち
が
い
が
多
く
、
そ
の

う
ち
氏
が
ま
っ
た
＜
宗
家
文
書
を
み
て
い
な
い
こ
と
に
気
づ
い
た
。
氏

は
朝
鮮
史
編
集
会
の
諸
氏
、
対
馬
の
郷
土
史
家
あ
る
い
は
古
老
か
ら
の

聞
き
書
き
を
『
釜
山
窯
と
対
州
窯
』
に
ま
と
め
た
の
で
は
な
い
か
と
思

う
。
ま
た
そ
の
当
時
、
も
し
浅
川
氏
が
宗
家
文
庫
へ
入
っ
て
も
、
と
て

も
史
料
調
査
な
ど
で
き
る
状
態
で
は
な
か
っ
た
。
私
は
こ
の
こ
と
か
ら

釜
山
窯
史
を
史
料
に
則
し
て
い
ま
正
し
く
書
い
て
お
く
べ
き
だ
と
思
う

よ
う
に
な
っ
た
。
そ
の
間
、
釜
山
窯
へ
の
注
文
の
控
帳
な
ど
が
み
つ
か

り
、
こ
れ
が
私
の
研
究
を
大
き
く
進
め
て
く
れ
た
。

私
は
こ
の
研
究
で
過
去
二
回
、
国
史
編
纂
委
員
会
へ
行
っ
て
い
る
が
、

い
ず
れ
も
滞
在
は
一
週
間
ほ
ど
。
釜
山
窯
の
初
期
か
ら
の
歴
史
を
の
ベ

る
に
は
宗
家
文
庫
の
史
料
は
む
ろ
ん
必
要
だ
が
、
そ
れ
だ
け
で
は
片
肺

飛
行
に
等
し
い
。
や
は
り
委
員
会
の
宗
家
文
書
を
十
分
調
べ
る
必
要
が

あ
る
。
私
は
「
江
戸
時
代
に
お
け
る
釜
山
窯
、
及
び
そ
の
技
術
史
の
研

究
」
と
い
う
テ
ー
マ
を
も
っ
て
、
ソ
ウ
ル
で
六
か
月
を
送
る
こ
と
に
き

め
た
。委

員
会
の
宗
家
文
書
は
公
開
さ
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
特
別
許
可
を

う
け
る
こ
と
が
で
き
、
九
月
下
旬
釜
山
へ
の
調
査
旅
行
の
ほ
か
は
委
員

会
の
閲
覧
室
で
史
料
調
査
の
日
々
を
送
っ
た
。
数
十
年
、
あ
る
い
は
数

百
年
を
か
き
つ
い
だ
日
記
類
な
ど
、
こ
れ
ま
で
の
短
期
間
の
調
査
で
は

と
て
も
見
る
こ
と
は
で
苔
な
か
っ
た
。
私
は
主
と
し
て
日
記
に
重
点
を

お
き
、
ま
た
一
見
関
連
な
い
よ
う
に
思
え
て
も
開
窯
時
期
の
文
書
・
記

録
で
あ
れ
ば
で
き
る
だ
け
目
を
通
す
よ
う
心
が
け
た
。
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釜
山
窯
は
「
寛
永

l
延
享
年
間
ま
で
ほ
ぼ
百
年
」
と
先
述
し
た
が
、

こ
れ
は
新
説
で
あ
る
。
従
来
は
「
享
保
二
年
」
閉
窯
と
い
わ
れ
て
い
た

が
、
先
年
私
が
「
享
保
三
年
」
に
あ
ら
た
め
た
。
し
か
し
、
今
度
の
調

査
で
享
保
以
後
も
町
人
請
負
に
よ
っ
て
釜
山
窯
は
つ
づ
け
ら
れ
て
い
た

こ
と
が
わ
か
っ
た
。
こ
れ
も
丹
念
に
日
記
を
読
み
つ
づ
け
た
成
果
だ
が
、

そ
の
ほ
か
朝
鮮
か
ら
日
本
（
九
州
有
田
）
へ
作
陶
の
注
文
の
事
例
な
ど
思

わ
ぬ
事
実
の
発
見
も
あ
っ
た
。

委
員
会
で
は
委
員
長
は
じ
め
諸
先
生
か
ら
多
大
の
配
慮
を
う
け
不
自

由
を
感
じ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
ま
た
出
発
前
、
前
委
員
長
の
急
逝
の

た
め
国
立
中
央
博
物
館
長
佳
淳
雨
先
生
が
身
元
保
証
人
と
な
っ
て
下
さ

っ
た
が
、
先
生
に
は
陶
磁
器
の
様
式
・
技
術
に
つ
い
て
多
く
の
と
指
導

を
う
け
た
。
い
ま
諸
先
生
方
か
ら
い
た
だ
い
た
と
厚
意
に
早
く
研
究
成

果
を
発
表
せ
ね
ば
と
気
の
焦
る
毎
日
で
あ
る
。
夏
の
む
し
暑
さ
に
は
ま

い
っ
た
が
無
事
六
か
月
の
留
学
を
終
え
、
十
月
七
日
冬
仕
度
の
は
じ
ま

っ
た
ソ
ウ
ル
を
離
れ
た
。
そ
の
日
は
ま
れ
に
み
る
快
晴
で
上
空
か
ら
は

い
つ
ま
で
も
ソ
ウ
ル
の
街
が
み
え
て
い
た
が
、
は
る
か
か
な
た
の
一
点

と
な
る
こ
ろ
別
れ
の
悲
し
み
が
胸
い
っ
ぱ
い
に
広
が
り
は
じ
め
た
。
気

が
つ
く
と
機
は
も
う
海
岸
線
を
離
れ
韓
国
の
空
域
を
出
よ
う
と
し
て
い

た
が
、
留
学
の
終
わ
っ
た
実
感
な
ど
と
て
も
わ
い
て
こ
な
か
っ
た
。

〔
追
記
〕

十
二
月
十
五
日
、
国
立
中
央
博
物
館
長
佳
淳
雨
先
生
は
不
帰
の
客
と

な
ら
れ
た
。
謹
ん
で
哀
悼
の
意
を
表
す
る
次
第
で
あ
る
。

（
関
西
大
学
教
授
、

〔
新
刊
紹
介
〕

横
田
健
一
著

「
日
本
書
紀
成
立
論
序
説
」

(
―
九
八
四
年
三
月
刊
）

塙
書
房
・
六
五

0
0円

『
白
鳳
天
平
の
世
界
』
『
日
本
神
話
と
氏
族
伝
承
』
に
続
く
、
著
者
の
第
三
論

文
集
で
あ
り
、
『
日
本
書
紀
』
の
中
に
使
わ
れ
る
用
語
か
ら
、
そ
の
成
立
を
明
ら

か
に
す
る
意
図
で
書
か
れ
た
論
文
を
集
め
て
い
る
。
従
っ
て
、
巻
末
の
索
引
も
、

一
般
語
句
以
外
に
、
『
書
紀
』
の
引
用
箇
条
や
語
句
の
索
引
が
付
け
ら
れ
て
い
る
。

全
一
五
編
の
論
稿
か
ら
何
編
か
紹
介
し
て
み
た
い
。
「
日
本
書
紀
系
譜
記
載
の

諸
形
式
」
は
、
天
皇
の
婚
姻
と
皇
子
・
皇
女
誕
生
記
事
の
記
述
形
式
を
分
類
し
、

「
日
本
書
紀
成
立
論
」
で
は
、
各
巻
に
よ
っ
て
筆
者
が
異
な
り
、
そ
れ
を
編
纂
し

た
の
が
『
書
紀
』
で
あ
る
と
し
て
、
各
巻
の
用
語
の
使
用
頻
度
を
比
較
す
る
。
さ

ら
に
「
神
武
紀
と
景
行
紀
と
の
比
較
の
問
題
」
で
、
こ
の
二
つ
の
巻
の
類
似
か
ら
、

両
巻
と
も
同
一
の
筆
者
、
あ
る
い
は
編
者
に
よ
る
も
の
だ
と
推
定
す
る
。
同
様
に
、

「
日
本
書
紀
の
用
語
よ
り
み
た
巻
々
の
特
色
に
つ
い
て
の
二
、
三
の
考
察
」
で
、

神
武
即
位
前
紀
と
天
孫
降
臨
段
の
類
似
を
も
指
摘
す
る
。

と
こ
ろ
が
、
各
巻
の
使
用
用
語
が
異
な
る
の
は
、
筆
者
の
違
い
だ
け
で
は
な
く
、

元
の
資
料
の
違
い
に
も
よ
る
と
し
て
、
「
天
真
名
井
盟
約
神
話
異
伝
考
」
で
は
忌

部
氏
や
宗
像
氏
の
、
「
神
武
紀
の
史
料
的
性
格
」
「
神
武
紀
熊
野
高
倉
下
説
話
の

一
考
察
」
で
は
尾
張
氏
1
1
物
部
氏
と
大
伴
氏
の
氏
族
伝
承
が
、
編
纂
資
料
と
し
て

使
わ
れ
た
と
み
る
。
そ
し
て
、
そ
の
背
景
と
し
て
、
当
時
の
社
会
で
も
個
人
の
名
、

名
誉
に
つ
い
て
関
心
が
あ
っ
た
と
「
古
代
に
お
け
る
“
名
’
尊
重
伝
世
の
思
想
」

で
考
え
る
。

最
後
に
付
論
と
し
て
「
大
嘗
祭
の
成
立
年
代
」
を
載
せ
、
い
ず
れ
も
示
唆
に
富

む

論

稿

が

集

め

ら

れ

て

い

る

。

（

黒

田

一

充

）
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