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ハ
イ
マ
ン

カ
プ
リ
ン
編
著

『
明
治
勢
働
運
動
史
の
一
駒
』

　
　
　
　
　
ー
高
野
房
太
郎
の
生
涯
と
思
想
i

　
本
書
の
編
著
者
ハ
イ
マ
ン
・
カ
ブ
リ
ン
　
（
口
同
目
雪
国
昌
一
甘
）
教
授

（
ω
同
8
匹
筐
O
O
目
o
㎎
o
歴
史
學
部
教
授
）
に
つ
い
て
は
、
＾
い
国
9
富
矧
費
日
帥

ω
①
ロ
”
浮
Φ
切
一
昌
げ
9
即
曽
一
9
0
〈
詩
．
、
（
『
杜
會
科
學
討
究
』
第
一
巻
第

二
號
）
、
「
高
野
房
太
郎
ー
一
螢
働
蓮
動
指
導
者
の
生
涯
と
思
想
ー
」
（
『
國

家
學
會
雑
誌
』
第
七
＋
巻
第
七
號
）
、
「
幸
徳
秋
水
の
一
米
人
ア
ナ
キ
ス
ト
ヘ

の
書
簡
」
（
『
杜
會
科
學
研
究
』
第
九
巻
第
一
號
）
な
ど
の
筆
者
と
し
て
、
わ
が

國
の
こ
の
方
面
の
研
究
者
の
あ
い
だ
で
は
あ
ま
ね
く
知
ら
れ
て
い
る
。
カ
ブ
リ

ン
教
授
は
一
九
四
七
年
に
ハ
ー
ヴ
ァ
ー
ド
大
學
を
卒
業
し
た
が
、
そ
の
卒
業
論

文
以
來
、
日
本
近
代
史
の
研
究
を
手
が
け
ら
れ
、
今
日
で
は
日
本
螢
働
蓮
動
史

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

の
秀
れ
た
研
究
家
と
し
て
國
際
的
に
も
知
ら
れ
て
い
る
。

　
本
書
は
、
教
授
が
さ
き
に
襲
表
さ
れ
た
「
高
野
房
太
郎
ー
一
螢
働
運
動
者

の
生
涯
と
思
想
ー
」
を
支
桂
に
し
て
、
大
河
内
一
男
教
授
の
「
螢
働
蓮
動
史

」
に
お
け
る
高
野
房
太
郎
」
お
よ
び
和
文
・
英
文
に
よ
る
「
高
野
房
太
郎
文
集
」

　
　
（
2
）

か
ら
な
る
。

　
　
　
　
紹
介
と
批
評

　
明
治
三
十
年
四
月
六
日
、
職
工
義
勇
會
の
主
催
で
神
田
に
お
い
て
瞥
働
者
を

あ
つ
め
演
説
會
が
開
か
れ
た
。
聴
衆
は
、
佐
久
間
貞
一
、
高
野
房
太
郎
そ
の
他

の
演
読
を
き
き
、
有
名
な
「
職
工
諸
君
に
寄
す
一
と
い
う
ビ
ラ
の
配
布
を
う
け

た
。
こ
の
日
を
も
つ
て
日
本
の
瞥
働
組
合
蓮
動
の
生
誕
の
日
と
考
え
ら
れ
て
い

る
が
、
こ
の
職
工
義
勇
會
は
高
野
等
に
よ
つ
て
組
織
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
「
職

工
諸
君
に
寄
す
」
は
高
野
の
筆
に
な
る
も
の
で
あ
る
。
高
野
房
太
郎
は
こ
の
よ

う
に
、
わ
が
國
に
お
け
る
螢
働
組
合
蓮
動
の
一
大
先
畳
者
で
あ
つ
た
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
專
門
研
究
家
の
あ
い
だ
に
お
い
て
す
ら
重
き
を
お
か
れ
ず
、
「
明
治

後
期
の
籔
多
く
の
肚
會
改
革
者
の
う
ち
、
高
野
房
太
郎
ほ
ど
後
世
の
人
か
ら
冷

遇
さ
れ
て
い
る
者
は
な
い
」
（
本
書
五
二
頁
）
の
で
あ
る
。
し
た
が
つ
て
本
書

は
埋
も
れ
た
先
畳
者
高
野
房
太
郎
に
わ
れ
わ
れ
の
目
を
注
が
せ
、
彼
の
眞
慣
を

教
示
し
て
く
れ
た
貴
重
な
螢
作
で
あ
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

（
1
）
　
カ
ブ
リ
ン
教
授
の
こ
れ
ま
で
の
業
績
に
つ
い
て
は
入
交
好
脩
教
授
の

　
「
あ
と
が
き
」
に
く
わ
し
い
。
そ
こ
で
は
カ
ブ
リ
ン
教
授
に
、
、
弓
ぴ
①

　
匂
即
b
即
目
Φ
の
Φ
ω
0
9
毘
匿
＄
騨
目
q
閃
q
霧
o
－
『
帥
b
帥
目
Φ
の
Φ
≦
弩
．
、
、
、
ω
ま
一
一
・

o
贋
巷
昌
o
』
臼
o
薯
彗
甘
鴨
o
協
ω
臼
国
彗
薯
帥
巨
巴
目
ミ
①
の
け
①
巨

　
b
即
口
騎
爵
㎎
免
．
お
よ
び
．
。
白
ぎ
○
民
讐
拐
9
鼠
葛
墓
器
ω
O
a
巴
一
卑

　
浮
即
象
鑓
O
冒
こ
等
の
論
丈
か
あ
る
こ
と
が
記
さ
れ
で
．
い
る
．
、

（
2
）
　
さ
ら
に
詳
し
く
記
せ
ば
「
口
檜
窮
眞
解
説
」
と
「
あ
と
が
ぎ
ー
i
上

　
梓
に
至
る
ま
で
の
紹
緯
に
つ
い
て
－
ー
」
が
入
交
教
授
に
よ
つ
て
執
筆
さ

　
れ
、
「
高
野
房
太
郎
年
譜
」
と
カ
ブ
リ
ン
教
授
の
「
序
」
が
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
九
　
　
　
　
（
丁
、
九
）



　
　
　
　
紹
介
と
批
評

　
一
　
高
野
房
太
郎
を
は
じ
め
て
歴
史
の
中
に
正
し
く
位
置
づ
け
し
た
、
と
い

う
こ
と
が
本
書
の
も
つ
第
一
の
意
義
で
あ
る
。

　
高
野
は
明
治
の
王
政
復
古
が
行
わ
れ
た
一
八
六
八
年
に
長
崎
に
生
れ
た
。
十

歳
の
と
き
彼
の
家
族
は
東
京
に
移
り
父
親
は
蓮
邊
業
や
宿
屋
を
は
じ
め
た
。
し

か
し
二
年
後
に
父
の
死
に
あ
い
、
さ
ら
に
二
年
後
（
一
八
八
二
年
）
に
は
旅
館

を
し
て
い
た
家
を
火
災
で
失
い
、
高
野
は
横
濱
の
伯
父
の
店
で
働
き
な
が
ら
横

濱
商
業
學
校
に
通
つ
た
。
一
八
八
五
年
伯
父
の
死
に
あ
つ
た
彼
は
、
翌
年
ア
メ

リ
カ
ヘ
渡
航
す
る
。

　
一
八
八
九
年
十
月
五
日
、
高
野
は
讃
曹
薪
聞
に
最
初
の
論
文
を
の
せ
た
が
、

以
後
し
ぽ
し
ば
ア
メ
リ
カ
の
風
物
、
勢
働
・
肚
會
問
題
等
に
つ
い
て
書
き
邊
つ

た
。
一
八
九
〇
年
、
高
野
は
城
常
太
郎
、
澤
田
牟
之
助
等
と
共
に
サ
ン
フ
ラ
ン

シ
ス
コ
在
住
者
で
職
工
義
勇
會
を
組
織
し
た
が
、
こ
れ
は
會
員
に
螢
働
問
題
や

事
件
に
親
し
ま
せ
、
彼
等
自
身
が
や
が
て
日
本
に
齢
國
し
た
と
き
螢
働
運
動
を

畿
足
さ
せ
る
の
に
役
立
た
せ
る
と
い
う
こ
と
に
あ
つ
た
。
高
野
は
一
八
九
五
年

に
臨
國
し
鼠
葛
ロ
ト
牙
Φ
旨
謎
霞
の
記
者
と
な
つ
た
が
、
こ
の
蹄
國
す
る
ま

で
の
籔
年
間
に
A
・
F
・
L
（
臣
日
o
艮
8
昌
国
a
臼
雪
δ
ロ
o
騰
b
讐
o
日
）
に

接
鰯
し
、
そ
の
指
導
者
ω
弩
β
Φ
一
〇
〇
日
冨
冨
（
一
〇
。
9
i
お
曽
）
と
交
わ
り
、

感
化
を
う
け
て
い
た
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
臨
國
L
た
彼
は
二
年
後

（
一
八
九
七
年
三
月
頃
）
「
職
工
諸
君
に
寄
す
」
を
書
き
、
職
工
義
勇
會
を
再

建
し
た
こ
と
は
す
で
に
の
べ
た
。
七
月
に
は
螢
働
組
合
期
成
會
の
幹
事
と
な
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
〇
　
　
　
　
（
一
一
〇
）

勢
組
結
成
の
教
宣
の
た
め
全
國
の
重
要
都
市
を
講
演
し
て
ま
わ
つ
た
。
そ
の

後
、
消
費
組
合
を
設
立
し
た
り
（
わ
が
國
で
最
初
の
こ
と
）
、
工
場
法
の
通
過

を
は
か
る
蓮
動
に
参
加
し
た
が
、
一
九
〇
〇
年
二
月
に
治
安
警
察
法
が
通
過
し

た
と
き
、
こ
の
法
律
と
雫
う
こ
と
を
無
盆
と
考
え
た
高
野
は
、
當
時
衰
退
し
つ

つ
あ
つ
た
組
合
蓮
動
か
ら
身
を
ひ
き
、
ふ
た
た
び
》
響
Φ
詳
一
〇
。
臼
紙
の
記
者

と
な
り
支
那
に
わ
た
り
、
一
九
〇
四
年
三
月
三
十
六
義
の
若
さ
で
そ
の
生
涯
を

閉
じ
た
。

　
ア
メ
リ
カ
に
十
年
の
長
き
に
わ
た
つ
て
留
ま
り
、
職
工
義
勇
會
を
組
織
し
て

螢
働
問
題
を
勉
彊
し
た
高
野
は
、
ま
た
A
・
F
・
L
の
組
織
や
留
日
目
Φ
一

〇
〇
日
冨
田
と
交
渉
を
も
ち
螢
働
問
題
の
實
際
に
ふ
れ
て
い
た
。
し
た
が
つ
て

日
本
に
お
け
る
工
業
お
よ
び
螢
働
關
係
の
諸
問
題
に
つ
い
て
は
「
日
本
螢
働
蓮

動
の
初
期
の
主
要
な
指
導
者
た
ち
の
多
く
と
は
違
つ
て
、
す
く
な
く
と
も
高
野

に
つ
い
て
は
、
『
井
の
中
の
蛙
』
と
い
う
諺
は
當
て
は
ま
ら
な
か
つ
た
」
（
本
書

二
五
頁
）
の
で
あ
る
。
彼
は
工
業
お
よ
び
螢
働
關
係
の
諸
問
題
に
つ
い
て
均
衡

と
見
透
し
の
つ
い
た
セ
ソ
ス
を
も
つ
て
い
た
が
、
こ
の
「
彼
の
思
想
に
及
ぼ
し

た
ア
メ
リ
カ
の
根
本
的
な
影
響
と
は
、
ほ
か
な
ら
ぬ
工
業
化
と
そ
れ
が
文
明
の

進
歩
を
も
た
ら
す
可
能
性
と
を
彼
が
深
く
認
識
し
て
い
た
」
（
本
書
二
六
頁
）

こ
と
で
あ
る
。
高
野
は
（
當
時
の
西
臥
を
訪
ね
た
日
本
人
と
同
じ
く
）
「
吐
會

的
・
脛
濟
的
制
度
と
し
て
の
資
本
主
義
に
封
す
る
敵
封
者
で
は
な
か
つ
た
」
（
本

書
二
七
頁
）
。
な
ぜ
な
ら
ぽ
、
ア
メ
リ
カ
で
は
機
械
の
廣
汎
な
使
用
に
よ
つ
て



勢
働
者
の
地
位
は
ひ
き
あ
げ
ら
れ
、
夢
想
だ
に
し
な
が
つ
た
物
質
的
知
的
利
盆

を
螢
働
者
に
も
た
ら
し
て
い
た
の
だ
か
ら
。
彼
は
、
目
先
の
利
潤
に
貧
欲
な
資

本
家
に
は
激
し
い
非
難
を
あ
び
せ
る
が
、
資
本
主
義
制
度
は
人
類
の
福
阯
増
進

に
寄
與
す
る
も
の
と
し
て
こ
れ
を
信
頼
し
辮
護
し
た
。

　
か
つ
て
實
在
も
し
な
か
つ
た
牧
歌
的
な
時
代
と
生
活
檬
式
に
哀
惜
を
よ
せ
る

浪
漫
的
な
哲
學
者
と
ち
が
つ
て
、
高
野
は
お
し
げ
も
な
く
過
去
に
背
を
む
け

た
。
彼
は
彼
の
敬
愛
す
る
O
o
日
冨
田
と
同
じ
く
實
用
主
義
者
で
あ
つ
た
。

そ
の
融
高
野
は
O
o
目
冨
誘
に
似
て
い
た
。
し
か
し
、
O
o
目
儲
誘
は
「
思

想
家
」
や
「
イ
ン
テ
リ
」
に
不
信
を
抱
い
て
い
た
が
、
高
野
は
逆
に
そ
れ
ら
の

人
々
の
助
力
を
ね
が
つ
て
い
た
。
そ
れ
は
、
政
治
的
自
由
を
も
ち
教
育
の
普
及

し
て
い
る
ア
メ
リ
カ
で
さ
え
欝
組
の
組
織
化
が
い
か
に
困
難
で
あ
る
か
を
み
た

高
野
は
O
o
日
冨
宏
の
方
式
が
直
ち
に
日
本
で
適
用
で
き
な
い
こ
と
を
看
取

し
た
か
ら
で
あ
つ
た
。
高
野
は
、
日
本
の
螢
働
者
階
級
の
改
善
に
と
つ
て
最
大

の
障
害
は
、
日
本
肚
會
の
各
階
級
を
通
じ
て
廣
く
見
ら
れ
る
螢
働
問
題
に
つ
い

て
の
無
知
に
こ
そ
あ
る
と
確
信
し
て
い
た
の
で
、
彼
は
「
教
育
」
の
必
要
を
読

き
、
イ
ン
テ
リ
や
思
想
家
の
助
力
を
期
待
し
た
の
で
あ
る
。

　
一
八
九
七
年
に
職
工
義
勇
會
は
再
建
さ
れ
た
が
、
こ
れ
ま
で
の
定
読
に
よ
る

と
會
の
創
立
者
た
ち
は
こ
の
頃
、
日
本
に
組
織
的
な
螢
働
運
動
を
開
始
す
る
た

め
の
諸
條
件
は
す
で
に
「
熟
し
て
い
る
」
と
の
結
論
に
達
し
た
と
な
つ
て
い

る
。
し
か
し
カ
ブ
リ
ン
教
授
は
、
こ
の
頃
は
螢
働
組
合
蓮
動
を
護
足
さ
せ
る
に

　
　
　
　
紹
介
と
批
評

不
利
な
條
件
の
も
と
に
あ
つ
た
と
さ
れ
る
。
高
野
は
螢
働
運
動
の
諸
條
件
が

［
熟
し
て
い
る
」
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
よ
り
も
「
劣
悪
な
瞥
働
條
件
の
匡

正
」
を
必
要
と
し
て
い
る
こ
と
の
明
瞭
な
事
態
そ
の
も
の
に
關
心
が
あ
つ
た
の

だ
、
と
い
う
の
が
教
授
の
見
解
で
あ
る
。
「
劣
悪
な
螢
働
條
件
の
匡
正
」
が
目

的
の
職
工
義
勇
會
で
あ
る
か
ら
本
質
的
に
は
吐
會
改
良
主
義
者
の
集
り
で
あ

り
、
し
た
が
つ
て
、
資
本
主
義
制
度
を
も
つ
て
本
來
邪
悪
な
も
の
と
は
考
え
て

い
な
か
つ
た
片
山
潜
、
島
田
三
郎
、
鈴
木
純
一
郎
、
佐
久
間
貞
一
と
い
う
名
聲

と
才
能
を
有
す
る
人
々
が
惜
し
み
な
く
助
力
を
あ
た
え
た
の
で
あ
つ
た
。

　
つ
い
で
出
來
た
螢
働
組
合
期
成
會
は
螢
働
組
合
そ
の
も
の
で
は
な
く
、
螢
組

の
組
織
を
促
進
す
る
團
腱
で
あ
り
、
螢
働
問
題
に
つ
い
て
の
教
育
を
螢
働
者
に

あ
た
え
、
オ
ル
グ
を
養
成
す
る
學
校
で
あ
つ
た
。
教
育
に
力
酷
を
お
い
た
こ
と

は
、
組
合
を
組
織
す
る
に
あ
た
つ
て
最
も
主
要
な
問
題
は
螢
働
者
を
彼
ら
自
身

の
無
知
と
い
う
束
縛
か
ら
解
放
す
る
こ
と
に
あ
る
、
と
い
う
高
野
の
信
念
の
あ

ら
わ
れ
で
あ
つ
た
。
と
も
あ
れ
劣
働
組
合
期
成
會
の
審
力
で
そ
の
年
の
末
に
鐵

工
組
合
が
結
成
さ
れ
、
年
を
こ
し
て
日
鐵
機
關
手
の
組
織
、
印
刷
工
の
組
織
そ

の
他
が
誕
生
し
た
。
か
く
て
約
二
萬
名
の
螢
働
者
が
組
織
さ
れ
、
表
面
的
に
は

勝
利
を
記
録
し
つ
つ
あ
つ
た
。

　
し
か
し
螢
働
組
合
蓮
動
も
籔
世
紀
に
わ
た
る
傳
統
や
慣
習
や
考
え
方
に
束
縛

さ
れ
て
い
る
螢
働
者
を
覧
醒
さ
せ
る
の
は
困
難
で
あ
つ
た
。
螢
働
者
は
組
合
運

動
に
一
銭
で
も
寄
附
す
る
こ
と
は
浪
費
で
あ
る
と
考
え
、
使
用
者
に
封
L
て
正
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當
な
生
産
物
の
頒
け
前
を
要
求
す
る
こ
と
は
な
に
か
邪
し
ま
な
企
て
だ
と
考
え

て
い
た
。
い
わ
ん
や
螢
働
者
の
蓮
幣
感
も
、
個
々
の
螢
組
の
枠
の
外
ま
で
及
ば

ず
、
螢
働
組
合
期
成
會
が
こ
れ
を
統
合
し
よ
う
と
す
る
こ
と
は
、
ほ
と
ん
ど
名

目
的
な
も
の
に
な
つ
て
い
つ
た
。
ま
た
「
思
想
家
」
た
ち
の
あ
い
だ
で
も
螢
働

組
合
に
た
い
す
る
様
々
な
考
え
が
蓬
頭
し
て
相
雫
う
分
派
に
分
裂
し
つ
つ
あ
つ

た
。
高
野
自
身
は
、
螢
働
者
の
組
織
が
十
分
で
な
く
ま
た
政
府
の
彊
力
な
腕
が

た
え
ず
わ
れ
わ
れ
の
組
織
を
押
し
潰
そ
う
と
し
て
い
る
と
き
に
組
織
螢
働
者
が

激
情
的
な
い
し
過
激
な
襲
言
を
弄
す
る
こ
と
は
愚
の
骨
頂
と
考
え
て
い
た
。
高

野
に
と
つ
て
は
螢
働
者
の
眼
前
の
條
件
を
改
善
す
る
こ
と
だ
け
に
關
心
を
よ
せ

て
い
た
。
こ
れ
に
封
し
て
た
と
え
ば
『
螢
働
世
界
』
の
主
筆
で
鐵
工
組
合
幹
事

の
片
山
潜
は
螢
働
運
動
に
強
力
な
影
響
力
を
行
使
し
て
そ
れ
を
肚
會
主
義
の
方

向
に
韓
換
す
る
努
力
を
行
え
る
地
位
に
あ
つ
た
。

　
以
上
は
螢
働
者
と
そ
の
指
導
者
内
部
の
問
題
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
外
か
ら
は

警
察
の
屋
力
が
加
わ
り
、
さ
ら
に
一
九
〇
〇
年
に
は
治
安
警
察
法
の
出
現
と
い

う
致
命
的
な
打
撃
が
加
え
ら
れ
た
。
高
野
は
蓮
動
の
闘
士
で
は
あ
つ
た
が
、
殉

教
者
に
な
る
こ
と
は
無
意
味
で
あ
る
と
考
え
た
。
こ
こ
で
彼
は
蓮
動
か
ら
退
く

の
で
あ
る
。

　
二
　
本
書
が
も
つ
第
二
の
意
義
は
、
和
文
十
篇
、
英
文
二
十
四
篇
か
ら
な
る

高
野
の
論
文
を
牧
録
し
て
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
和
文
の
資
料
す
ら
今
日
ま
で
多

く
知
ら
れ
て
い
な
か
つ
た
が
、
新
資
料
十
篇
が
わ
れ
わ
れ
の
共
有
財
壼
の
中
に
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一
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加
え
ら
れ
た
こ
と
は
何
と
い
つ
て
も
喜
ば
し
い
。
加
う
る
に
ト
日
Φ
慧
8
冒

蜀
8
①
醤
註
o
艮
豊
ω
8
巨
国
8
9
日
一
9
そ
の
他
に
襲
表
し
た
貴
重
な
英
文

資
料
を
わ
れ
わ
れ
も
利
用
で
き
る
こ
と
は
感
謝
の
外
な
い
。
こ
れ
ら
の
資
料
は

カ
ブ
リ
ン
教
授
自
身
、
論
文
中
で
縦
横
に
利
用
さ
れ
て
お
る
か
ら
改
め
て
こ
こ

に
紹
介
す
る
の
を
避
け
る
。

　
三
　
本
書
が
わ
れ
わ
れ
に
教
え
る
第
三
黙
は
、
日
本
近
代
史
研
究
と
は
か
ぎ

ら
ず
、
お
よ
そ
あ
ら
ゆ
る
研
究
に
お
い
て
奪
重
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
研
究

態
度
で
あ
り
、
研
究
方
法
に
つ
い
て
で
あ
る
。
今
假
り
に
日
本
近
代
史
研
究
だ

け
に
限
り
、
さ
ら
に
螢
働
蓮
動
史
研
究
分
野
に
極
限
し
て
み
て
も
、
わ
が
國
の

研
究
者
の
あ
い
だ
に
は
一
つ
の
男
曽
詳
①
旨
が
あ
つ
て
そ
の
男
餌
詳
①
目
を
破

る
に
は
非
常
な
勇
氣
が
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
国
即
9
Φ
旨
と
は
、

勢
働
蓮
動
史
研
究
の
分
野
で
い
え
ば
、
一
切
の
思
想
や
現
象
を
階
級
闘
雫
史
観

の
見
地
か
ら
み
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
「
史
観
」
に
無
理
押
し
て
押
込

み
、
は
み
出
し
た
も
の
が
、
枠
に
は
ま
つ
た
も
の
の
何
倍
、
何
十
倍
と
な
く
あ

つ
て
も
す
て
て
か
え
り
み
な
い
と
い
う
態
度
で
あ
る
。

　
高
野
房
太
郎
が
資
本
主
義
制
度
を
肯
定
し
て
い
た
り
、
職
工
義
勇
會
に
馳
せ

参
じ
た
良
心
的
な
自
由
主
義
者
も
一
人
と
し
て
資
本
主
義
制
度
を
打
倒
し
よ
う

と
考
え
て
い
な
か
つ
た
り
、
高
野
が
一
切
の
階
級
闘
雫
、
政
治
闘
雫
を
避
け
た

こ
と
等
が
事
實
で
あ
つ
て
み
れ
ば
、
高
野
お
よ
び
そ
の
支
持
者
が
今
日
ま
で
埋

も
れ
て
い
た
の
も
無
理
か
ら
ぬ
こ
と
で
あ
る
。
カ
ブ
リ
ン
教
授
が
廣
汎
な
資
料



に
よ
つ
て
高
野
等
の
考
え
方
や
蓮
動
が
當
時
に
あ
つ
て
は
最
善
の
方
法
で
あ
る

こ
と
を
實
謹
さ
れ
て
も
、
今
日
の
階
級
團
箏
史
観
に
た
つ
學
者
は
「
事
實
に
反

す
る
猫
善
」
と
し
て
し
り
ぞ
け
よ
5
と
す
る
。
し
か
し
ど
ち
ら
が
猫
善
で
あ
る

か
を
き
め
る
も
の
と
し
て
も
多
量
の
和
文
・
英
文
資
料
は
決
定
的
な
材
料
と
な

る
だ
ろ
う
。

　
最
後
に
大
河
内
一
男
教
授
の
小
論
に
簡
箪
に
ふ
れ
る
と
、
大
河
内
教
授
も
こ

の
小
論
で
カ
ブ
リ
ン
教
授
の
「
高
野
房
太
郎
観
」
に
ま
つ
た
く
同
調
さ
れ
て
い

る
。
た
だ
残
念
で
な
ら
な
い
の
は
、
同
じ
結
論
に
達
せ
ら
れ
た
と
は
い
え
、
カ

ブ
リ
ソ
教
授
の
論
文
に
お
く
れ
る
こ
と
三
年
餓
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

日
本
の
學
者
は
鰍
米
の
學
者
に
露
彿
い
を
し
て
も
ら
わ
な
く
て
は
物
も
言
え
な

い
よ
う
な
印
象
を
う
け
る
の
が
筆
者
だ
け
で
あ
れ
ば
幸
甚
で
あ
る
。
（
有
斐
閣

七
〇
〇
圓
）
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