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KanazawaKanazawa

　

第
38
回
全
国
医
師
協
同
組
合
連
合
会
総
会
を

金
沢
で
開
催
す
る
に
当
た
り
、
開
催
地
紹
介
を

さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

　

金
沢
と
い
え
ば
誰
し
も
加
賀
百
万
石
の
城
下

町
と
い
う
こ
と
を
思
い
浮
か
べ
る
で
し
ょ
う
。

古
い
歴
史
の
文
化
が
今
も
美
し
く
息
づ
い
て
い

る
街
で
す
。
一
番
有
名
な
観
光
地
と
い
え
ば
兼

六
園
で
す
が
、
そ
の
ほ
か
に
も
い
ろ
い
ろ
見
ど

こ
ろ
は
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
。
金
沢
は
と
て
も

雨
の
多
い
町
で
冬
に
は
も
ち
ろ
ん
雪
も
降
り
ま

す
が
、
そ
の
雨
や
雪
さ
え
も
風
情
と
し
て
取
り

込
む
懐
の
深
い
街
で
す
。
晴
れ
て
い
れ
ば
晴
れ

な
り
に
、
曇
っ
て
い
れ
ば
曇
り
な
り
に
、
雨
な

ら
ば
雨
な
り
に
、
ま
た
雪
が
降
れ
ば
雪
な
り
に
、

そ
れ
ぞ
れ
異
な
っ
た
趣
を
見
せ
て
く
れ
る
で
し

ょ
う
。

　

総
会
が
開
催
さ
れ
る
11
月
初
旬
は
、
皆
様
に

ど
ん
な
金
沢
の
顔
を
見
せ
て
く
れ
る
で
し
ょ
う

か
。
兼
六
園
で
、
紅
葉
が
色
づ
き
始
ま
る
に
は

少
し
早
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
ち
ょ
う
ど
雪

吊
り
の
作
業
が
始
ま
っ
て
い
る
で
し
ょ
う
。
兼

六
園
の
雪
吊
り
は
例
年
11
月
1
日
か
ら
、
園
内

随
一
を
誇
る「
唐
崎
の
松
」か
ら
始
め
ら
れ
一
ヶ

月
以
上
か
け
て
作
業
さ
れ
ま
す
。
こ
れ
は
北
陸

特
有
の
湿
っ
た
重
い
雪
か
ら
枝
を
守
る
た
め
で
、

金
沢
で
は
一
般
家
庭
の
庭
で
も
自
分
で
雪
吊
り

を
し
て
い
る
人
も
い
る
ほ
ど
で
す
。

　

全
国
ニ
ュ
ー
ス
で
も
度
々
取
り
上
げ
ら
れ
る

こ
と
が
あ
る
の
で
、
ご
存
知
の
方
も
多
い
こ
と

で
し
ょ
う
。

　

兼
六
園
の
名
は
、
宏
大
、
幽
邃（
ゆ
う
す
い
）、

第38回通常総会開催地案内 ①

金沢でいんぎらっとしまっし
石川県医師協同組合理事長

小森　貴

金沢城
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込
ん
だ
雪
見
障
子
、
鮮
や
か

な
色
壁
な
ど
に
大
名
家
の
女

性
の
邸
宅
の
優
美
さ
が
感
じ

ら
れ
ま
す
。
季
節
ご
と
に
前

田
家
伝
来
の
衣
裳
や
道
具
な

ど
も
公
開
し
て
お
り
、
見
ご

た
え
が
あ
り
ま
す
。
兼
六
園

を
訪
れ
た
こ
と
は
あ
る
が
成

巽
閣
は
入
っ
た
こ
と
が
な
い

と
い
う
人
も
多
い
の
で
は
な

い
で
し
ょ
う
か
。
ぜ
ひ
時
間

が
あ
れ
ば
訪
れ
て
み
た
い
場

所
の
ひ
と
つ
で
す
。

　

ま
た
、
兼
六
園
を
挟
み
成

巽
閣
と
反
対
側
に
あ
る
金
沢

城
址
は
、
か
つ
て
は
お
城
の
中
の
大
学
と
し
て

も
有
名
だ
っ
た
金
沢
大
学
が
郊
外
に
移
転
し
、

現
在
は
金
沢
城
公
園
と
し
て
整
備
さ
れ
て
い
ま

す
。
金
沢
城
の
瓦
は
五
代
藩
主
綱
紀
の
時
代
に

改
修
さ
れ
た
と
き
、
鉛
瓦
に
ふ
き
か
え
ら
れ
ま

し
た
。
他
の
城
で
も
鉛
瓦
は
一
部
用
い
ら
れ
て

い
ま
す
が
、
金
沢
城
の
よ
う
に
櫓
や
門
、
塀
の

全
て
に
用
い
ら
れ
た
例
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

鉛
瓦
が
用
い
ら
れ
た
の
は
、
銀
色
に
輝
く
屋

根
が
美
し
い
か
ら
、
い
ざ
と
い
う
と
き
に
鉛
を

溶
か
し
て
鉄
砲
玉
に
す
る
た
め
、
冬
の
寒
さ
に

耐
え
る
た
め
当
時
の
焼
き
物
の
瓦
で
は
耐
久
性

が
悪
か
っ
た
た
め
な
ど
の
諸
説
が
あ
り
ま
す
が
、

今
と
な
っ
て
は
そ
の
美
し
さ
が
一
番
の
魅
力
と

な
っ
て
い
ま
す
。

　

藩
政
時
代
の
建
物
は
、
石
川
門
、
三
十
間
長

ど
、
そ
の
名
に
ふ
さ
わ
し
い
多
彩
な
表
情
が
兼

六
園
の
魅
力
で
す
。

　

兼
六
園
と
隣
接
す
る
成
巽
閣
は
、
十
三
代
藩

主
斉
泰
が
、
父
の
十
二
代
藩
主
斉
広
の
正
室
・

真
龍
院
の
た
め
に
つ
く
っ
た
隠
居
所
で
す
。
一

階
は
武
家
書
院
造
、
二
階
は
数
奇
屋
風
書
院
造

と
、
一
つ
の
棟
に
二
つ
の
様
式
が
巧
み
に
組
み

込
ま
れ
た
建
物
で
、
柱
が
一
本
も
な
い
縁
側
や
、

障
子
腰
板
に
描
か
れ
た
絵
、
ギ
ヤ
マ
ン
を
は
め

人
力
、
蒼
古
、
水
泉
、
眺
望
の
六
つ
を
兼
ね
備

え
る
名
園
と
い
う
意
味
で
、
白
河
藩
主
松
平
定

信
に
よ
り
名
付
け
ら
れ
ま
し
た
。
霞
ヶ
池
周
辺

の
明
る
く
開
放
的
な
雰
囲
気
と
黄
門
橋
あ
た
り

の
山
峡
に
迷
い
こ
ん
だ
よ
う
な
風
情
、
人
の
手

が
尽
く
さ
れ
て
い
な
が
ら
も
自
然
の
豊
か
さ
を

感
じ
さ
せ
る
造
形
、
そ
し
て
兼
六
園
最
大
の
特

徴
と
も
言
わ
れ
る
水
の
流
れ
と
日
本
海
や
医
王

山
の
山
並
み
ま
で
望
む
こ
と
が
で
き
る
眺
望
な

兼六園

成巽閣

金沢城公園
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屋
、
鶴
丸
倉
庫
な
ど
わ
ず
か
で
す
が
、
2
0
0
1

年
に
伝
統
的
な
木
造
軸
組
工
法
を
用
い
て
菱

櫓
・
五
十
間
長
屋
・
橋
爪
門
続
櫓
が
再
建
さ
れ

た
の
を
は
じ
め
、
今
春
に
は
河
北
櫓
の
復
元
も

終
わ
る
予
定
で
、
そ
の
後
も
順
次
復
元
整
備
が

計
画
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

先
生
方
が
金
沢
へ
い
ら
っ
し
ゃ
る
際
に
、
も

う
一
つ
楽
し
み
に
し
て
い
る
の
は
お
茶
屋
さ
ん

で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
金
沢
に
は
ひ
が
し
、

に
し
、
主
計
町
の
三
つ
の
茶
屋
街（
ち
ゃ
や
が

い
）が
残
っ
て
い
ま
す
。

　

ひ
が
し
茶
屋
街
は
、
石
畳
の
道
の
両
側
に
紅

殻
格
子
の
お
茶
屋
が
軒
を
連
ね
、
藩
政
時
代
の

情
緒
が
色
濃
く
残
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
地
区
は

国
の
重
要
伝
統
的
建
造
物
群
保
存
地
区
に
選
定

さ
れ
て
お
り
、
藩
政
期
の
面
影
を
そ
の
ま
ま
残

し
た
景
観
が
楽
し
め
ま
す
。
ま
た
、
内
部
を
一

般
公
開
し
て
い
る
所
も
あ
り
、
典
型
的
な
江
戸
時

代
の
お
茶
屋
の
造
り
を
見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

に
し
茶
屋
街
は
、
1
0
0
m
ほ
ど
の
間
に
今

で
も
多
く
の
料
亭
や
芸
妓
の
置
屋
が
あ
り
、
紅

殻
格
子
で
二
階
建
て
の
風
情
あ
る
町
並
み
が
残

っ
て
い
ま
す
。
通
り
の
中
ほ
ど
に
は
お
茶
屋
を

再
現
し
た
金
沢
市
西
茶
屋
資
料
館
が
あ
り
ま
す
。

　

ま
た
主
計
町
茶
屋
街
は
、
浅
野
川
沿
い
に
続

く
茶
屋
街
で
、
ひ
が
し
茶
屋
街
、
に
し
茶
屋
街

と
並
ぶ
、
金
沢
三
茶
屋
街
の
ひ
と
つ
で
す
。
夕

暮
れ
か
ら
街
の
光
が
浅
野
川
の
水
面
に
映
し
出

さ
れ
る
様
子
は
、
ひ
が
し
、
に
し
の
茶
屋
街
と

は
ま
た
趣
を
異
に
し
、
さ
ら
な
る
風
情
を
醸
し

主計町茶屋街にし茶屋街

ひがし茶屋街
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た
ひ
が
し
茶
屋
街
近
く
に
は
金
箔
・
銀
箔
製
品

を
販
売
し
た
り
金
箔
貼
り
を
体
験
で
き
る
お
店

も
あ
り
ま
す
か
ら
そ
う
い
う
と
こ
ろ
を
覗
い
て

み
る
の
も
面
白
い
で
し
ょ
う
。

　

金
沢
を
形
容
す
る
こ
と
ば
に
、「
街
を
歩
く
と

謡
が
降
っ
て
く
る
」と
い
う
の
が
あ
り
ま
す
。古

く
か
ら
武
家
や
商
家
ば
か
り
で
な
く
、
植
木
職

人
ま
で
が
能
楽
を
た
し
な
み
、
街
を
歩
い
て
い

る
と
頭
の
上
か
ら
謡
曲
を
口
ず
さ
む
声
が
聞
こ

え
て
き
た
と
い
う
こ
と
で
す
。「
加
賀
宝
生
」は

金
沢
市
の
無
形
文
化
財
に
指
定
さ
れ
て
い
ま
す
。

謡
曲
は
今
で
も
盛
ん
で
、
医
師
協
同
組
合
の
組

合
員
に
も
謡
曲
を
嗜
ま
れ
る
方
が
多
数
お
ら
れ
、

毎
年
の
県
医
師
会
創
立
記
念
祭
の
パ
ー
テ
ィ
で

は
医
師
の
み
に
よ
る
謡
曲
、
仕
舞
を
披
露
さ
れ

て
い
ま
す
。

　

金
沢
素
囃
子
は
舞
台
の
雛
壇
に
並
ん
で
演
奏

す
る
出
囃
子
で
、
金
沢
市
無
形
文
化
財
の
指
定

を
受
け
て
さ
ら
な
る
伝
承
が
図
ら
れ
て
い
ま
す
。

使
用
さ
れ
る
楽
器
は
小
鼓（
こ
つ
づ
み
）、
大
鼓

（
お
お
か
わ
）、
太
鼓
、
笛
な
ど
の
楽
器
で
、
三

味
線（
三
弦
）以
外
の
弦
楽
器
は
含
ま
れ
ま
せ
ん
。

通
常
、
雛
壇
の
上
段
に
は
三
味
線
、
下
段
に
囃

方
が
並
び
、
華
や
か
な
演
奏
を
披
露
し
ま
す
。

そ
の
格
調
高
さ
や
優
美
華
麗
さ
、
技
能
水
準
は

全
国
ト
ッ
プ
ク
ラ
ス
と
い
わ
れ
、
金
沢
が
誇
る

伝
統
芸
能
の
一
つ
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

総
会
の
懇
親
会
で
は
、こ
の
、ひ
が
し
、に
し
、

主
計
町
の
芸
妓
に
よ
る
素
囃
子
を
お
聞
き
い
た

だ
こ
う
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。（
写
真
提
供・金
沢
市
）

ぬ
い
）、
金
沢
仏
壇
、
七
尾
仏
壇
、
金
沢
箔
、
牛

首
紬（
う
し
く
び
つ
む
ぎ
）と
い
っ
た
十
品
目
に

上
る
国
指
定
伝
統
的
工
芸
品
が
あ
り
ま
す
。
輪

島
塗
や
九
谷
焼
は
特
に
有
名
で
す
し
、
金
箔
は

全
国
生
産
の
９
８
％
以
上
、
銀
箔
は
１
０
０
％

を
金
沢
箔
で
占
め
て
い
ま
す
。
先
に
ご
紹
介
し

出
し
て
い
ま
す
。

　

石
川
県
に
は
ま
た
、
数
多
く
の
伝
統
工
芸
と

伝
統
芸
能
が
息
づ
い
て
い
ま
す
。

　

伝
統
工
芸
で
は
、
輪
島
塗
、
山
中
漆
器
、
金

沢
漆
器
、
九
谷
焼
、
加
賀
友
禅
、
加
賀
繍（
か
が

箔貼り体験

金箔工芸 金沢漆器

加賀友禅 九谷焼
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ケ
ー
プ
タ
ウ
ン
に
は
10
月
初
旬
入
国
し
た
。

旅
行
案
内
書
に
よ
る
と
22
℃
の
温
度
と
な
っ
て

い
た
が
、
寒
波
で
11
℃
と
非
常
に
寒
く
、
翌
日

セ
ー
タ
ー
で
も
と
買
物
に
行
っ
た
が
、
す
で
に

春
物
、
夏
物
に
入
れ
替
わ
っ
て
お
り
、
入
手
で

き
な
か
っ
た
。

　

ケ
ー
プ
タ
ウ
ン
空
港
か
ら
ダ
ウ
ン
タ
ウ
ン
に

入
る
沿
道
に
は
、
バ
ラ
ッ
ク
立
の
小
屋
が
数
キ

ロ
メ
ー
ト
ル
に
も
及
び
、
マ
ン
デ
ラ
が

1
9
9
4
年
大
統
領
に
就
任
し
た
時
、2
0
1
4

年
ま
で
に
は
、
住
民
皆
が
ち
ゃ
ん
と
し
た
住
居

に
住
う
こ
と
が
で
き
る
と
誓
言
し
た
が
、
実
情

で
は
大
幅
に
遅
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
︿
写
真

①
﹀
。

ア
パ
ル
ト
ヘ
イ
ト

　

人
種
隔
離
政
策
に
つ
い
て
、
マ
レ
ー
シ
ア
系

の
ガ
イ
ド
が
熱
弁
を
ふ
る
っ
て
興
奮
し
、
白
人

ド
ラ
イ
バ
ー
が
制
止
す
る
と
い
う
一
幕
が
あ
っ

た
。人
種
差
別
は
、身
分
証
明
書
に
ま
で
、W（
ホ

ワ
イ
ト
）、
K（
カ
ラ
ー
ド
）な
ど
と
記
載
さ
れ
、

一
見
白
人
に
見
え
る
人
で
も
少
し
で
も
混
じ
っ

た
ら
カ
ラ
ー
ド
と
し
た
厳
し
い
時
期
も
あ
っ
た
。

ま
た
無
断
で
自
分
の
居
住
区
を
離
れ
た
り
し
た

場
合
は
身
柄
を
拘
束
さ
れ
た
。

　

D
istrict Six

に
あ
る
博
物
館
にE

uro-pian 
O

nly

、
下
段
に
は
ア
フ
リ
カ
ー
ン
ズ
で
同
意
文

の
書
か
れ
た
椅
子
が
あ
っ
た
︿
写
真
②
﹀
。

写真①　バラック立の小屋

Cape TownCape Town
ケープタウン

全医協連監事

西村　篤乃

FIGO（Federation of International Gynecology and Obstetrics）が
3年に1回開催されるが、

今回は南アフリカのケープタウンで開かれた学会に出席した。
ケープタウンに入る前に、ビクトリア・フォールズを訪れたが、

この旅内容は次回に掲載する。
FIGO（Federation of International Gynecology and Obstetrics）：国際産科婦人科連合
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日
本
人
は
ホ
ワ
イ
ト
、
コ
ー
リ
ア
ン
、
チ
ャ

イ
ニ
ー
ズ
は
カ
ラ
ー
ド
だ
そ
う
で
す
。
何
故
日

本
人
は
ホ
ワ
イ
ト
な
の
か
？　

ガ
イ
ド
の
説
明

に
よ
る
と
、
法
律
が
そ
う
決
め
た
か
ら
白
人
な

の
だ
と
。

　

学
会
会
場
は
、ダ
ウ
ン
タ
ウ
ン
に
あ
るCTICC

（C
ape T

ow
n International C

onvention 
C

entre

）で
、
こ
の
会
場
は
日
本
で
い
う
な
ら
幕

張
メ
ッ
セ
の
様
な
も
の
で
あ
る
︿
写
真
③
﹀
。
ウ

ェ
ス
テ
ィ
ン
ホ
テ
ル
が
隣
接
し
て
お
り
、
多
く

の
学
会
参
加
者
は
こ
こ
に
宿
泊
し
た
。
私
は
写

真
を
撮
ろ
う
と
思
い
、
海
岸
寄
り
の
ラ
デ
ィ
ソ

ン
・
サ
ー
ル
ホ
テ
ル
を
申
し
込
ん
で
い
た
。
少

し
ゆ
っ
た
り
し
た
い
と
ビ
ジ
ネ
ス
ク
ラ
ス
を
注

文
し
て
い
た
が
、
何
と
ラ
ッ
キ
ー
な
こ
と
に
ス

ィ
ー
ト
ル
ー
ム
を
頂
い
た
。
寝
室
は
ツ
イ
ン

が
2
部
屋
、
大
き
な
リ
ビ
ン
グ
ル
ー
ム
︿
写
真

④
﹀
、
バ
ス
ル
ー
ム（
シ
ャ
ワ
ー
室
別
に
付
設
）

2
つ
、
台
所
ま
で
つ
い
て
い
た
。

　

部
屋
に
入
っ
た
瞬
間
、
海
に
面
し
た
窓
は
広

く
、
眼
下
に
大
西
洋
の
波
が
白
波
を
立
て
防
波

堤
を
洗
っ
て
い
た
。
実
に
素
晴
ら
し
い
！
し
か

し
夜
に
な
る
と
、
こ
の
波
の
音
が
気
に
な
っ
て
、

睡
眠
誘
導
ど
こ
ろ
か
邪
魔
を
す
る
始
末
、
そ
し

て
広
す
ぎ
る
部
屋
も
不
便
だ
と
い
う
こ
と
。
荷

物
を
居
間
に
置
い
た
ら
そ
れ
を
取
り
に
行
く
動

線
が
長
く
な
る
不
便
さ
。
こ
の
部
屋
は
、
や
は

り
お
伴
を
数
人
連
れ
て
宿
泊
す
るV

IP

用
な
の

写真③　CTICC

写真⑤　ジャズバンド

写真②　椅子（人種差別）

写真④　リビングルーム（奥はキッチンルーム）
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だ
。
台
所
も
パ
ー
テ
ィ
ー
用
に
必
要
な
の
で
、

せ
い
ぜ
い
コ
ー
ヒ
ー
か
イ
ン
ス
タ
ン
ト
ラ
ー
メ

ン
を
作
る
し
か
用
の
な
い
私
達
夫
婦
に
は
、
無

用
の
長
物
だ
っ
た
。
し
か
し
ワ
イ
ン
セ
ラ
ー
と

調
理
器
具
は
あ
り
が
た
か
っ
た
。

　

学
会
開
催
前
に
は
、
ウ
エ
ル
カ
ム
パ
ー
テ
ィ
ー

が
開
か
れ
、
ジ
ャ
ズ
バ
ン
ド
が
1
階
ホ
ワ
イ
エ

を
往
復
、
そ
の
両
側
に
は
種
々
の
屋
台
が
並
び
、

マ
レ
ー
シ
ア
系
の
参
加
者
が
多
い
の
か
香
辛
料

も
多
種
あ
っ
た
︿
写
真
⑤
﹀
。

　

学
会
で
注
目
し
た
い
の
は
、
や
は
りA

ID
S

関

連
項
目
だ
っ
た
が
、ア
フ
リ
カ
な
ら
で
は
の
シ
ン

ポ
ジ
ウ
ム
が
あ
っ
た
。〝G

enital M
utilation

＂

で
あ
る
。
こ
の
慣
習
を
嫌
っ
て
少
女
達
が
外
国

に
逃
亡
し
、
一
時
マ
ス
コ
ミ
に
も
報
道
さ
れ
た

が
、
こ
こ
で
は
詳
細
を
省
く
。
関
心
の
あ
る
人

は
、G

M

を
検
索
し
て
下
さ
い
。
産
科
の
立
場

で
言
え
ば
、
悪
習
と
思
い
ま
す
が
、
宗
教
的
要

素（
イ
ス
ラ
ム
教
）が
加
わ
る
と
、
な
か
な
か
難

し
く
思
い
ま
す
。
ア
フ
リ
カ
中
部
ソ
マ
リ
ア
を

初
め
と
し
90
％
が
こ
の
慣
習
を
受
け
て
い
る
。

割
礼
し
な
い
女
性
は
不
祥
と
さ
れ
、
結
婚
相
手

と
し
て
相
応
し
く
な
い
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

　

学
会
最
後
の
バ
ン
ケ
ッ
ト
に
は
、
当
地
の
有

名
楽
団
や
歌
手
が
花
を
添
え
た
。
印
象
に
残
っ

た
の
は
、
各
テ
ー
ブ
ル
中
央
に
国
花
で
あ
る
ラ

ナ
ン
キ
ュ
ラ
ス
が
飾
っ
て
あ
り
︿
写
真
⑥
﹀
、

デ
ザ
ー
ト
にF

IG
O

2009

の
チ
ョ
コ
レ
ー
ト
板

写真⑧　ドイカー島のアザラシ写真⑨　マンデラが投獄されていた監獄

写真⑦　FIGO2009 のチョコレート板
写真⑥　ラナンキュラス（国花）
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が
添
え
ら
れ
て
い
た
︿
写
真
⑦
﹀
。

　

喜
望
峰
に
向
う
途
中
、
ハ
ウ
ト
湾
よ
り
船
で

ド
イ
カ
ー
島
の
ア
ザ
ラ
シ
を
見
に
行
っ
た
︿
写

真
⑧
﹀
。
さ
す
が
大
西
洋
の
荒
波
で
手
す
り
に

つ
か
ま
っ
て
写
真
撮
影
、
今
日
は
こ
れ
で
も
穏

や
か
な
波
と
の
こ
と
。
ア
ザ
ラ
シ
の
大
群
が
島

を
お
お
っ
て
い
た
。
世
界
中
に
35
種
類
も
の
ア

ザ
ラ
シ
が
い
る
ら
し
く
、
好
奇
心
が
強
く
湾
ま

で
き
て
い
る
ア
ザ
ラ
シ
も
い
た
。

　

喜
望
峰
に
着
く
少
し
手
前
、
マ
ン
デ
ラ
が
収

監
さ
れ
て
い
た
監
獄
の
前
を
通
っ
た
。そ
の
門
の

看
板
に
は〝W

elcome

＂と
書
か
れ
て
い
た
︿
写

真
⑨
﹀
。

　

喜
望
峰
の
展
望
台
に
昇
り
、ハ
ァ
ハ
ァ
息
し
な

が
ら
眼
下
に
拡
が
る
最
端
を
写
真
に
納
め
た
︿
写

真
⑩
﹀
。
次
に
下
っ
て
、
断
崖
に
打
ち
砕
け
る

雄
々
し
い
波
を
バ
ッ
チ
リ
撮
っ
た
︿
写
真
⑪
﹀
。

最
後
にG

ood H
ope

の
看
板
を
入
れ
て
記
念
撮

影
︿
写
真
⑫
﹀
。

　

私
達
の
ホ
テ
ル
の
近
く
に
、
2
0
1
0
年
開

催
さ
れ
る
ワ
ー
ル
ド
カ
ッ
プ
の
サ
ッ
カ
ー
場
が

今
ま
さ
に
建
設
中
で
あ
っ
た
︿
写
真
⑬
﹀
。
表

側
は
出
来
上
が
っ
て
い
る
が
、
裏
に
ま
わ
る
と

ま
だ
で
あ
る
。
12
月
末
に
は
完
成
予
定
と
言
っ

て
い
る
。
但
し
ケ
ー
プ
タ
ウ
ン
で
は
決
勝
戦
は

行
わ
な
い
そ
う
で
す
。
こ
のJM

C
 N

E
W

S

発

刊
時
ま
で
に
は
完
成
を
祈
る
。

写真⑪　断崖に砕ける波

写真⑬　ワールドカップ競技会場 写真⑫　Good Hope 記念写真

写真⑩　喜望峰最端
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す
る
と
、
一
隅
の
人
の
寄
っ
て
い
な
い
場
所
に

ガ
ラ
ス
製
品
ら
し
き
物
が
あ
っ
た
。
手
に
と
っ

て
み
る
と「
葡
萄
美
酒
夜
光
杯
」、「
中
国
敦
煌

工
芸
美
術
廠
出
品
」と
銘
打
っ
た
中
国
風
の
箱

に
入
っ
た
玉
杯
一
対
の
箱
で
あ
っ
た
。
こ
の
時

思
い
出
し
た
の
が
遥
か
七
十
年
ほ
ど
昔
、
今
や

大
漢
学
者
に
な
ら
れ
た
白
川
静
先
生
に
絞
り
上

げ
ら
れ
て
頭
に
叩
き
込
ま
れ
た
漢
詩
の
一
節
で

あ
る
。
曰
く
、「
葡
萄
の
美
酒
夜
光
の
杯
…
古
来

征
戦
幾
人
か
帰
る
」。
怖
い
顔
し
た
若
い
女
店

員
を
呼
ん
で「
こ
の
玉
は
ホ
ー
タ
ン
産
か
？
」と

中
国
語
ら
し
く
聞
い
て
み
た
が
全
然
通
じ
な
い
。

さ
す
が
に
買
っ
て
く
れ
そ
う
な
客
に
は
ニ
ッ
コ

リ
し
た
が
、
解
ら
な
い
。
上
役
の
オ
ッ
サ
ン
が

来
て
同
じ
質
問
を
し
た
が「
ト
イ
ト
イ
、
シ
ー

ア
」（
対
、
対
、
是
呵
）の
返
事
し
か
い
な
い
。
仕

方
な
く
一
対
一
箱
を
若
干
個
購
入
し
て
お
土
産

　

某
年
某
月
あ
る
ツ
ア
ー
に
加
わ
っ
て
中
国
西

域
地
方
の
観
光
に
出
掛
け
た
。
そ
の
ツ
ア
ー
の

目
玉
商
品
は
敦
煌〝
莫
高
窟
〟の
詳
細（
？
）な
見

学
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
そ
の
前
に
行
っ
た
事

は
あ
る
も
の
の
時
間
と
料
金
の
関
係
上
、
三
窟

位
を
チ
ラ
リ
と
見
た
と
い
う
程
度
。
観
察
と
は

程
遠
い
も
の
だ
っ
た
か
ら
莫
高
窟
の
見
学
に
期

待
を
か
け
て
参
加
し
た
の
で
あ
る
。
丸
一
日
た

っ
ぷ
り
敦
煌
文
物
研
究
所
の
講
師
の
お
話
も
混

じ
え
て
見
学
さ
せ
て
戴
い
た
。
十
二
分
に
目
の

保
養
を
さ
せ
て
も
ら
っ
た
が
、
惜
し
む
ら
く
は

写
真
撮
影
禁
止
と
い
う
事
で
、
呆
け
頭
で
は
仏

像
を
完
全
に
覚
え
た
と
い
う
事
に
は
な
ら
な
か

っ
た
。

　

第
二
日
目
は
敦
煌
博
物
館
の
見
学
を
含
め
た

市
内
見
物
で
あ
る
。
敦
煌
付
近
の
珍
し
い
発
掘

物
等
を
ゆ
っ
く
り
見
学
し
た
後
バ
ザ
ー
ル
の
あ

る
商
店
街
に
案
内
さ
れ
た
。
わ
っ
と
ば
か
り
に

押
し
寄
せ
る
日
本
人
旅
行
客
、
仏
頂
面
の
漢
族

女
店
員
、
中
国
で
の
団
体
旅
行
の
パ
タ
ー
ン
で

あ
っ
た
。
同
じ
パ
ー
テ
ィ
の
一
員
で
あ
る
私
も

負
け
じ
と
割
り
込
ん
で
必
死
の
お
土
産
探
し
。

夜
光
杯
の
お
土
産
…

恩
師
白
川
静
先
生
の
喜
び
と
悲
し
み

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

京
都
保
事
協
　
松ま

つ

井い 

昭あ
き

男お

挿
絵
／
保
事
協
事
務
局
長
　
大
森
俊
次

旅
の
ブ
ラ
ッ
ク
エ
ッ
セ
イ
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ら
れ
て
会
が
大
い
に
盛
り
上
が
っ
た
。
そ
し
て

こ
の
杯
は
先
生
の
お
手
元
に
納
め
て
戴
い
た
が
、

先
生
が
逝
去
さ
れ
て
後
は
そ
の
時
の
喜
ん
で
戴

い
た
事
が
懐
か
し
い
思
い
出
と
し
て
残
っ
て
い

る
の
で
あ
る
。

　

漢
学
者
と
し
て
の
白
川
先
生
に
喜
ん
で
戴
い

た
の
は
小
生
や
同
級
生
の
喜
び
で
あ
っ
た
が
、

「
征
戦
幾
人
か
回
る
」の
一
句
が
出
席
者
の
心
を

抉
っ
た
。
白
川
先
生
の
教
え
子
で
あ
り
、
我
々

の
同
窓
生
の
多
く
が
太
平
洋
戦
争
に
出
征
し
帰

ら
な
か
っ
た
。
夜
光
杯
で
喜
ん
で
ば
か
り
い
ら

れ
る
気
分
で
は
な
か
っ
た
。
改
め
て
今
は
帰
ら

ざ
る
同
窓
生
を
偲
ん
で
、
夜
光
杯
と
王
翰
の
詩

に
酔
っ
た
一
夜
の
ク
ラ
ス
会
を
過
ご
し
た
の
で

あ
っ
た
。

※
昨
年
九
月
東
海
道
新
幹
線
に
乗
車
し
た
と
こ

ろ
、
車
内
で〝
ひ
と
と
き
〟と
い
う
雑
誌
が
あ
り
、

半
藤
一
利
先
生
が
矢
張
り
中
国
甘
粛
省
酒
泉
で

購
入
さ
れ
た
夜
光
杯
を
松
本
清
張
先
生
に
差
し

上
げ
ら
れ
た
所
大
喜
び
さ
れ
た
と
い
う
エ
ピ
ソ

ー
ド
が
掲
載
さ
れ
て
い
た
の
を
読
ん
だ
。
王
翰

の
詩
の
全
文
を
引
用
さ
せ
て
戴
い
た
。

※
白
川
静
先
生
…
立
命
舘
大
学
名
誉
教
授
、
文

化
勲
章
受
賞
、
漢
学
者
、
白
川
文
字
学
創
始
者

と
し
た
。

　

半
年
後
、
白
川
先
生
を
囲
ん
で
七
十
年
前
の

同
級
生
の
ク
ラ
ス
会
が
京
都
市
内
某
ホ
テ
ル
の

一
室
で
開
催
さ
れ
た
。
そ
の
時
早
速
こ
の
杯
を

差
し
上
げ
た
。
白
川
先
生
大
喜
び
で
先
ず
葡
萄

酒
で
は
な
い
が
伏
見
の
銘
酒
を
こ
の
夜
光
杯
に

満
た
し
て
少
し
口
に
含
ま
れ
、
そ
の
後
列
席
全

員
で
こ
の
杯
を
使
っ
て
銘
酒
の
飲
み
回
し
を
し

た
。
そ
し
て
先
生
が
前
出
の「
唐
詩
選
の
漢
詩
」

王
翰
の「
涼
州
詞
」に
出
て
く
る「
葡
萄
の
美
酒

夜
光
の
杯
、
飲
ま
ん
と
欲
し
て
琵
琶
馬
上
に
催

す
、
酔
う
て
沙
場
に
臥
す
と
も
君
笑
う
こ
と
莫

れ
、
古
来
征
戦
幾
人
か
回か

え

る
。
」の
漢
詩
を
吟
じ
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は
じ
め
に

　

東
京
国
立
博
物
館
で
国
宝
土
偶
展
を
観
た
。

縄
文
時
代
草
創
期
に
ま
で
溯
る
土
偶
は
祈
り
の

造
形
と
も
称
さ
れ
、
当
時
の
人
々
の
精
神
世
界

や
信
仰
の
あ
り
方
が
表
現
さ
れ
て
い
る
と
い
わ

れ
る
。
土
偶
の
な
か
に
は
東
北
・
北
海
道
か
ら

出
土
し
た
も
の
が
多
く
、
豊
か
な
精
神
文
化
を

も
つ
縄
文
人
が
住
ん
で
い
た
と
想
像
で
き
る
。

ま
つ
ろ
わ
ぬ
人
ど
も

　

古
代
東
北
・
北
海
道
の
住
民
は
蝦
夷（
エ
ミ

シ
）と
呼
ば
れ
て
い
た
。
エ
ミ
シ
の
よ
り
古
い

表
記
は「
毛
人
」で
毛
深
い
人
の
意
味
も
あ
っ
た
。

中
国
の
世
界
観
で
は「
毛
人
」は
世
界
の
東
の
果

て
に
棲
む
異
民
族
で
あ
る
か
ら
、
大
和
朝
廷
も

こ
れ
に
倣
っ
て
エ
ミ
シ
と
呼
ん
だ
。「
エ
ミ
」に

は「
蝦
」が
当
て
ら
れ
、
平
安
時
代
ま
で
続
く
こ

と
に
な
る
。

　

蝦
夷
は
王
権
に
服
属
せ
ず
、
狩
猟
・
採
取
を

生
業
と
し
て
い
た
か
ら「
ま
つ
ろ
わ
ぬ
人
ど
も
」

と
呼
ば
れ
、
古
事
記
の
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
の
東
征

説
話
に
は「
荒
ぶ
る
蝦
夷
等
」と
記
さ
れ
て
い
る
。

　

日
本
書
紀
に
は
景
行
天
皇
が
日
本
武
尊
に
与

え
た
と
さ
れ
る
詔
に「
東
夷
の
中
で
は
蝦
夷
が

最
も
強
い
。
男
女
は
交
わ
り
居
り
、
父
と
子
の

別
も
な
い
。
冬
は
穴
に
宿
り
、
夏
は
樔
に
住
む
。

毛
衣
を
着
、
血
を
飲
み
、
昆（
兄
）弟
は
疑
い
あ

う
。
山
に
登
る
に
は
飛
ぶ
禽（
鳥
）の
如
く
、
草

を
行
く
こ
と
は
走
る
獣
の
如
く
で
あ
る
。
」と

あ
る
。

東北・北海道の人たち
−蝦夷−

山形県医師会協同組合理事長・全医協連広報部部会員

有海 躬行

遮光器土偶 中空土偶 合掌土偶 立像土偶
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こ
れ
は
中
国
の
伝
統
的
夷
狄
の
表
現
で
あ
る

か
ら
、
大
和
朝
廷
は
朝
貢
す
る
異
民
族
と
し
て

模
倣
し
た
の
で
あ
る
。こ
の
こ
ろ
中
国
で
は
隋
・

唐
帝
国
が
成
立
し
、
新
し
い
国
際
秩
序
の
形
成

が
進
行
し
て
い
た
。

　

日
本
が
新
羅
・
百
済
の
朝
貢
を
受
け
る
資
格

を
中
国
に
承
認
し
て
も
ら
う
た
め
に
も
、
蝦
夷

の
存
在
は
む
し
ろ
必
要
で
あ
っ
た
。遣
唐
使（
六

五
九
年
）は
わ
ざ
わ
ざ
エ
ミ
シ
を
帯
同
し
、
生

口
と
し
て
高
宗
に
対
面
さ
せ
て
い
る
。

エ
ミ
シ
の
ふ
る
さ
と

　

大
和
朝
廷
の
地
方
支
配
の
制
度
に
国く

に
の
み
や
つ
こ

造
制
が

あ
り
、
地
方
の
有
力
豪
族
を
任
命
し
て
土
地
と

人
民
を
支
配
さ
せ
る
か
わ
り
に
貢
納
・
兵
役
・

力
役
の
義
務
を
負
わ
せ
た
。
朝
廷
は
城
柵
を
築

き
な
が
ら
尺
取
虫
の
よ
う
に
北
進
し
た
も
の
と

想
像
さ
れ
る
。

　

当
時
の
東
北
・
北
海
道
は
原
生
林
に
被
わ
れ

て
暗
く
獣
が
棲
み
、
異
形
の
蝦
夷
が
潜
む
静
寂

の
世
界
が
広
が
っ
て
い
た
。
そ
れ
は
丁
度
ロ
ー

マ
の
背
後
を
遮
る「
黒シ

ュ
ヴ
ァ
ル
ツ
バ
ル
ト

い
森
」の
測
り
知
れ
な
い

奥
行
き
と
ゲ
ル
マ
ン
人
へ
の
恐
怖
と
同
質
の
も

の
と
思
わ
れ
る
。

　

古
代
の
城
柵
を
み
る
と
、
日
本
海
側
で
は
渟ぬ

足た
り

柵（
六
四
七
年
。
現
新
潟
市
の
駅
付
近
に
沼ぬ

っ

垂た
り

の
地
名
が
残
っ
て
い
る
）、
磐
舟
柵（
六
四
八

年
。
現
村
上
市
岩
船
）が
造
成
さ
れ
、
日
本
書
紀

に
は「
蝦
夷
に
備
う
」と
あ
る
そ
う
だ
か
ら
、
こ

の
一
帯
は
蝦
夷
の
居
住
地
と
推
定
さ
れ
る
。
服

属
し
た
蝦
夷
に
は
食
料
が
支
給
さ
れ
こ
れ
を
狄

▶
（重要文化財）

◀
（国宝）
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食
と
称
し
た
。

　

内
陸
部
は
陸
奥
国
優う
き
た

曇む

郡（
山
形
県
置お

き

賜た
ま

郡
米
沢
市
周
辺
）が
居
住
地
南
限
と
さ
れ
る
。

　

太
平
洋
側
で
は
陸
奥
国
の
国
府
多
賀
城
よ
り

北
の
北
上
川
下
流
に
は
玉
造
柵
は
じ
め
五
つ
の

城
柵
が
置
か
れ
た
。
こ
れ
ら
の
地
域
に
は
東
北

南
部
や
関
東
地
方
か
ら
の
移
民（
柵
戸
）の
ほ
か

に
服
属
し
た
蝦
夷
が
居
住
し
て
い
た
。
彼
ら
は

「
俘ふ

囚し
ゅ
う

」、「
夷い

俘ふ

」と
呼
ば
れ
、
稲
作
を
生
業
と

す
る
も
の
は「
田で

ん

夷い

」と
な
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
、

新
潟
・
米
沢
・
仙
台
平
野
を
結
ん
だ
線
の
北
方

が
蝦
夷
の
ふ
る
さ
と
で
あ
っ
た
。
七
世
紀
後
半

の
安
倍
比
羅
夫
の
北
方
遠
征
は
秋
田
、
能
代
、

津
軽
を
経
て
渡わ

た
り

嶋し
ま（
北
海
道
）に
達
し
、
渡
嶋
蝦

夷
を
服
属
さ
せ
て
い
る
。

反
乱
と
平
定

　

仏
教
は
中
国
か
ら
百
済
を
経
て
伝
来（
五
三

八
年
ま
た
は
五
五
二
年
）し
た
が
、
新
し
い
宗

教
と
し
て
だ
け
で
な
く
最
新
の
文
化
と
し
て
受

け
入
れ
ら
れ
た
。

　

中
央
政
府
は
度
重
な
る
遷
都
に
よ
り
財
政
逼

迫
し
て
い
た
か
ら
、
北
方
経
営
に
頼
る
必
要
が

あ
っ
た
。
蝦
夷
の
同
化
政
策
は
締
め
付
け
ば
か

り
で
な
く
仏
教
布
教
に
よ
り
進
め
ら
れ
、
東
北

北
部
を
中
心
に
発
達
し
て
き
た
文
化
は
七
世
紀

以
降
に
は
倭
人
文
化
の
影
響
を
受
け
変
容
し
て

い
く
。

　

元
来
、
北
進
政
策
は
蝦
夷
を
服
属
さ
せ
搾
取

す
る
の
が
目
的
だ
っ
た
か
ら
、
蝦
夷
は
し
ば
し

ば
反
乱
を
起
こ
し
て
抵
抗
し
た
。
朝
廷
は
何
万

▶
（国宝）

◀
（重要文化財）
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現
す
る
と
、
仏
教
を
庇
護
す
る
と
と
も
に
有
力

な
統
治
手
段
と
し
て
用
い
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　

胆
沢
鎮
守
府
の
役
人
で
あ
っ
た
蝦
夷
の
族

長
・
安
倍
氏
が
台
頭
し
北
上
盆
地（
奥
六
郡
）の

実
権
を
掌
握
し
た
。
し
か
し
安
倍
氏
は
前
九
年

役（
一
〇
五
一
年
）で
秋
田
仙
北
地
方
の
清
原
氏

に
破
れ
、
そ
の
清
原
氏
も
一
族
の
内
紛
に
端
を

発
す
る
後
三
年
役（
一
〇
八
三
年
）で
滅
ぼ
さ
れ

た
。

　

新
た
な
支
配
者
と
な
っ
た
の
は
奥
羽
藤
原
の

始
祖
清き

よ
ひ
ら衡
で
あ
っ
た
。
俘
囚
の
長
を
自
称
し
て

い
た
清
衡
に
は
一
族
の
血
を
血
で
洗
う
戦
の
犠

牲
者
の
魂
を
安
ら
ぎ
の
浄
土
に
導
き
た
い
と
い

う
特
別
な
願
い
が
あ
っ
た
。
彼
は
中
尊
寺
を
建

立
し（
一
一
〇
五
年
）、
仏
教
文
化
に
比
類
な
き

華
を
咲
か
せ
る
こ
と
に
な
る
。

　

奥
羽
藤
原
は
そ
の
後
三
代
に
亘
り
栄
華
を
極

め
る
が
、
鎌
倉
幕
府
が
成
立
す
る
と
義
経
追
討

地
を
口
実
に
し
た
頼
朝
の
圧
迫
を
受
け
て
終
焉

を
迎
え
、
平
泉
百
年
の
歴
史
に
幕
が
引
か
れ
た
。

鎌
倉
時
代
に
な
る
と
エ
ミ
シ
は
エ
ゾ
に
変
化
し
、

蝦
夷
と
し
て
の
実
態
を
失
な
い
日
本
民
族
に
同

化
し
て
い
っ
た
。

お
わ
り
に

　

東
北
・
北
海
道
に
は
古
来
中
央
政
府
に
圧
迫

さ
れ
搾
取
さ
れ
つ
づ
け
た
歴
史
が
あ
る
。「
白

河
以
北
は
一
山
三
文
」な
ど
と
揶
揄
さ
れ
、
辺

境
の
地
の
イ
メ
ー
ジ
で
見
ら
れ
て
き
た
。
し
か

し
、
本
当
に
そ
う
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
ま
で
も
、

こ
れ
か
ら
も
人
間
が
人
間
ら
し
く
生
き
る
に
相

応
し
い
場
所
と
の
自
負
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

　

降
雪
が
も
た
ら
す
豊
か
で
清
冽
な
水
は
森
を

育
て
食
料
を
産
み
、
温
泉
を
涵
養
し
、
人
の
心

を
洗
う
。　

　

歴
史
は
い
つ
も
勝
者
の
手
に
な
る
か
ら
、
裏

に
埋
も
れ
た
真
実
を
深
く
掘
り
起
こ
す
必
要
が

あ
る
。
そ
れ
に
よ
り
新
た
な
土
偶
を
発
見
す
る

こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

　

熊
谷
公
男（
東
北
学
院
大
学
教
授
）、
工
藤
雅

樹（
東
北
歴
史
博
物
館
長
）、
大
矢
邦
宣（
平
泉

郷
土
館
長
）、
以
上
の
先
生
方
の
論
文
を
参
考

に
し
、
一
部
引
用
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。

も
の
大
軍
を
胆
沢
地
方
に
送
る
が
敗
走
が
続
い

た
。
坂
上
田
村
麻
呂
が
蝦
夷
大
将
軍
と
し
て
胆

沢
に
遠
征
し（
八
〇
一
年
）よ
う
や
く
北
上
盆
地

は
征
圧
さ
れ
た
。

　

胆
沢
の
蝦
夷
の
首
長
・
阿あ

て

る

い

弖
流
為
は
部
下
五

百
人
を
率
い
て
降
服
し
反
乱
は
鎮
静
化
し
て
い

っ
た
。平

泉
の
仏
教
文
化

　

胆
沢
城
に
鎮
守
府
が
置
か
れ
る
と
住
民
教
化

政
策
と
し
て
仏
教
の
布
教
が
進
め
ら
れ
、
九
世

紀
中
葉
に
は
北
上
盆
地
に
仏
教
が
定
着
し
た
。

　

や
が
て
力
を
蓄
え
た
地
元
の
豪
族
た
ち
が
出

［写真提供］
文化海外展 大英博物館帰国記念

「国宝 土偶展」（東京国立博物館）資料より引用

東日本の古代城柵
●七世紀中頃〜八世紀前半
★八世紀前半
■九世紀

（吉川弘文館刊「北日本の考古学」より
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〈第2回〉

大森　俊次
（京都保事協/事務局長）

 おお もり しゅん じ

文士の面影

　

永
遠
に
文
学
青
年
の
イ
メ
ー
ジ
に
包
ま
れ
た

太
宰
治
。昨
年
、生
誕
百
年
で
話
題
に
な
っ
た
が
、

い
ま
読
み
直
し
て
み
て
も
面
白
い
小
説
が
い
っ

ぱ
い
あ
る
。
デ
カ
ダ
ン
に
生
き
、
デ
カ
ダ
ン
に
死

ん
だ
太
宰
に
と
っ
て
、
家
庭
人
と
し
て
一
番
安

定
し
て
い
た
の
が
甲
府
時
代
だ
っ
た
ら
し
い
。

そ
の
頃
の
代
表
作『
富
獄
百
景
』の
有
名
な
一
節

「
富
士
に
は
月
見
草
が
よ
く
似
合
う
」の
文
学
碑

が
立
つ
御
坂
峠
の
天
下
茶
屋
ま
で
来
た
が
、
月

見
草
も
月
見
う
ど
ん
も
な
い
。
し
か
た
な
く
食

べ
た
名
物
イ
モ
ダ
ン
ゴ
が
実
に
美
味
し
か
っ
た
。

　

社
会
派
推
理
小
説
に
金
字
塔
を
う
ち
立
て
た

松
本
清
張
は
太
宰
と
同
年
生
ま
れ
だ
。『
点
と

線
』、『
眼
の
壁
』、『
蒼
い
描
点
』な
ど
中
学
生
の

僕
で
も
面
白
か
っ
た
が
、
学
生
時
代
に
読
ん
だ

『
火
の
路
』も
忘
れ
難
い
。
古
代
史
ミ
ス
テ
リ
ー

と
推
理
サ
ス
ペ
ン
ス
を
見
事
に
融
合
さ
せ
た
こ

の
本
を
片
手
に
明
日
香
を
歩
い
た
日
々
が
な
つ

か
し
い
。
し
か
し
、
も
し
も
清
張
が
古
代
史
に
首

を
つ
っ
こ
ま
な
か
っ
た
な
ら
、
昭
和
史
発
掘
に

も
っ
と
成
果
を
上
げ
た
か
も
知
れ
な
い
と
惜
し

む
声
も
あ
る
そ
う
だ
。
な
る
ほ
ど
な
あ
、
納
得
！

御
坂
峠

奥
明
日
香
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観
光
客
の
多
い
嵯
峨
野
だ
が
、
あ
だ
し
野
か

ら
鳥
居
本
ま
で
来
る
と
や
や
人
出
が
少
な
く
な

る
の
で
、
時
々
ス
ケ
ッ
チ
に
歩
く
。
小
説『
あ
だ

し
野
』だ
け
で
な
く
、
立
原
正
秋
が
京
都
に
つ
い

て
書
い
た
エ
ッ
セ
イ
も
好
き
だ
。「
最
後
の
無
頼

派
文
士
」と
言
わ
れ
た
立
原
は
、
日
本
中
世
文
学

に
も
造
詣
深
く
、
ニ
ヒ
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
で
あ
り

な
が
ら
華
麗
な
文
体
で
大
人
の
恋
模
様
を
描
い

た
。
柄
に
も
な
く
僕
も
一
時
か
ぶ
れ
て
い
た
立

原
正
秋
が
亡
く
な
っ
て
ち
ょ
う
ど
30
年
に
な
る
。

あ
あ
。
昭
和
は
遠
く
な
り
に
け
り
や
な
あ
。

　

小
樽
を
訪
ね
た
時
、
へ
そ
曲
が
り
の
僕
は
観

光
客
の
多
い
運
河
に
背
を
向
け
、
山
手
に
立
つ

旧
日
本
銀
行
を
描
い
た
。
近
年
、『
蟹
工
船
』が
読

み
直
さ
れ
、
話
題
を
集
め
た
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
作

家
・
小
林
多
喜
二
は
、
小
樽
商
科
大
学
を
経
て
銀

行
員
と
し
て
こ
の
地
で
短
い
青
春
時
代
を
過
ご

し
た
。
反
戦
平
和
の
非
合
法
活
動
に
身
を
お
き

な
が
ら
も
、
ユ
ー
モ
ア
を
忘
れ
な
か
っ
た
優
し

い
人
柄
の
多
喜
二
が
特
高
警
察
に
殺
さ
れ
た
際
、

そ
の
悲
報
を
聞
い
た
志
賀
直
哉
が「
暗
澹
た
る
気

持
ち
」と
日
記
に
書
い
た
話
が
印
象
深
い
。

　

奈
良
公
園
か
ら
飛
火
野
を
南
へ
抜
け
た
高
畑

町
に
志
賀
直
哉
旧
居
が
あ
る
。何
度
か
ス
ケ
ッ
チ

の
機
会
が
あ
っ
た
が
、い
つ
来
て
も
何
や
ら
文
化

的
香
り
が
し
て
気
持
い
い
。「
白
樺
派
」と
し
て
登

場
し
私
小
説
を
文
学
に
高
め
た
志
賀
直
哉
に
も

心
ひ
か
れ
る
。「
小
説
の
神
様
」と
畏
敬
さ
れ
た
志

賀
の
文
学
的
権
威
に
対
し
て
、
評
論『
如
是
我
聞
』

で
ケ
ン
カ
を
売
る
よ
う
に
噛
み
付
い
た
の
が
、ほ

か
な
ら
ぬ
太
宰
治
だ
か
ら
ま
た
オ
モ
シ
ロ
イ
！

「
文
学
者
な
ら
ば
弱
く
な
れ
」、
太
宰
の
こ
の
言
葉

に
は
ハ
ッ
と
さ
せ
ら
れ
る
も
の
が
あ
る
。

嵯
峨
鳥
居
本

小
樽

奈
良
高
畑
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