
宮本　輝「アルコール兄弟」論

要

　
　
　
　
　旨

　
宮
本
輝
の
「
ア
ル
コ
ー
ル
兄
弟
」
は
、
会
社
の
組
合
活
動
を
め
ぐ
っ
て
反
目

し
て
い
た
「
私
」
と
島
田
が
、
偽
の
和
解
を
し
て
、
翌
日
に
は
敵
対
す
る
と
い

う
物
語
で
あ
る
。
彼
ら
の
思
い
―
「
優
し
く
な
れ
ば
い
い
」
―
と
、
現
実
の
行

動
で
の
乖
離
を
彼
ら
の
言
動
か
ら
押
さ
え
、
最
終
場
面
で
の
敵
対
行
動
に
注
目

し
、
こ
の
作
品
の
特
徴
と
限
界
を
考
え
る
。

キ
ー
ワ
ー
ド

　
組
合
活
動
、
優
し
い
世
界
、
和
解
と
敵
対
、
赤
穂
浪
士
の
討
ち
入
り
、�

�

二
重
の
相
対
化

一

　は

　じ

　め

　に

　「
ア
ル
コ
ー
ル
兄
弟
」（『
別
冊
文
藝
春
秋
』
一
九
八
五
年
新
春
号
）
は
、
十

年
間
反
目
し
合
っ
て
い
た
「
私
」
と
島
田
が
、
酒
を
飲
ん
で
和
解
を
す
る
が
、

翌
朝
に
は
敵
対
行
動
を
取
る
と
い
う
話
で
あ
る
。
読
み
ど
こ
ろ
は
、
十
年
間
の

反
目
に
も
関
わ
ら
ず
、
酔
っ
払
っ
た
島
田
が
自
分
の
信
念
や
思
い
を
語
り
、
そ

れ
に
「
私
」
が
賛
同
し
和
解
す
る
と
こ
ろ
や
、
翌
朝
に
、
昨
夜
の
和
解
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
二
人
が
敵
対
行
動
を
取
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　
だ
が
、
こ
の
作
品
に
描
か
れ
て
い
る
よ
う
な
会
社
と
組
合
の
激
し
い
対
立

は
、
現
在
で
は
あ
ま
り
な
く
、
か
つ
、
結
末
で
の
二
人
の
瞞
し
合
い
が
分
か
る

と
、
前
夜
の
彼
ら
の
酔
っ
払
っ
て
の
熱
弁
や
和
解
が
浅
薄
に
見
え
て
く
る
。
そ

の
せ
い
か
、
作
者
の
宮
本
輝
は
、
こ
の
作
品
を
「
あ
ま
り
に
も
、
未
成
品
す
ぎ�

る
」
と
、
全
集
に
収
録
し
な
か
っ
た
。

　
確
か
に
、
こ
の
作
品
は
成
功
作
と
は
言
い
難
い
が
、
島
田
の
言
う
「
優
し

く
、
優
し
く
、
人
間
が
み
ん
な
、
や
さ
し
ー
く
な
っ
た
ら
、
そ
れ
で
い
い
ん

だ
。」（
115
）
と
い
う
考
え
は
、
そ
れ
は
そ
れ
で
一
つ
の
考
え
だ
し
、
彼
の
言
う

「
誰
に
何
と
馬
鹿
よ
ば
わ
り
さ
れ
よ
う
と
、
曲
げ
ら
れ
ね
ェ
俺
の
考
え
方
な
ん

（
1
）

（
2
）

（
3
）
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し
な
い
け
ど
、
で
も
こ
れ
が
俺
の
考
え
方
な
ん
だ
っ
て
も
の
は
、
や
っ
ぱ
り
あ

る
じ
ゃ
ね
ェ
か
。
そ
う
だ
ろ
う
？
」（
109
）
と
熱
っ
ぽ
く
語
る
。

　
続
い
て
、
彼
は
「
私
」
と
の
過
去
や
二
人
の
関
係
を
語
る
。

「
お
い
、
入
社
試
験
で
先
に
筆
記
試
験
が
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
あ
の
と
き
、

お
前
、
俺
の
前
に
坐
っ
て
た
ん
だ
ぜ
。
覚
え
て
る
か
」（
110
）

　
そ
う
語
る
島
田
は
「
呂
律
が
怪
し
く
な
っ
て
い
」
て
、「
う
な
だ
れ
て
上
目

使
い
に
私
を
見
つ
め
た
目
に
、
黒
い
部
分
は
殆
ど
な
か
っ
た
。」（
110
）（
彼
は

「
酔
う
と
い
っ
そ
う
三
白
眼
に
な
」
る
。）
し
か
し
、
彼
は
泥
酔
し
た
の
で
は
な

い
。
酔
っ
て
は
い
る
が
、
反
組
合
活
動
を
す
る
「
私
」
の
動
き
を
探
っ
て
い

た
。（
そ
れ
は
、「
私
」
も
同
じ
で
あ
る
。）

「
十
年
だ
。
入
社
試
験
の
日
か
ら
、
ち
ょ
う
ど
十
年
だ
ぜ
。
仲
良
く
し
て

い
た
だ
い
た
の
は
最
初
の
一
年
間
だ
け
で
、
そ
れ
以
後
は
、
会
社
の
廊
下

で
す
れ
ち
が
っ
た
っ
て
ド
ブ
ネ
ズ
ミ
か
ゴ
キ
ブ
リ
を
見
る
み
た
い
に
し
て

口
も
き
か
な
く
な
り
や
が
っ
た
。」（
110
）

　
し
か
し
、
反
目
し
あ
っ
て
い
て
も
、「
私
」
が
好
き
だ
っ
た
と
言
う
。

「
だ
け
ど
、
俺
は
、
お
前
を
好
き
だ
っ
た
ん
だ
、
お
前
を
。
酔
っ
て
る
か

ら
言
う
わ
け
じ
ゃ
な
い
よ
。
お
前
だ
け
は
好
き
だ
っ
た
ん
だ
。
ほ
ん
と
だ

ぜ
」

と
言
っ
た
。
そ
れ
か
ら
恥
し
そ
う
に
微
笑
ん
だ
。（
110
）

　「
私
」
が
「
口
も
き
か
な
く
な
り
や
が
っ
た
」
理
由
は
、
島
田
が
会
社
の
組

合
に
入
っ
た
か
ら
で
あ
っ
た
。「
私
」
た
ち
の
会
社
は
、「
新
聞
社
の
直
属
の
広

告
代
理
店
」
で
、「
社
員
数
二
百
三
十
人
」
の
「
小
会
社
」（
118
）
で
あ
っ
た
。

（
ち
な
み
に
、
今
か
ら
十
年
前
の
組
合
員
数
は
六
十
五
人
で
あ
り
、
五
年
前
は

七
十
五
人
、
現
在
は
六
十
一
人
で
あ
る
。）

だ
」（
115
）
に
は
、
そ
れ
な
り
の
信
念
の
重
み
が
あ
り
、
注
目
に
値
す
る
。

　
た
だ
そ
れ
が
行
動
に
結
び
つ
か
ず
、
躊
躇
な
く
反
対
の
こ
と
を
行
う
点
に
、

彼
の
軽
さ
と
弱
さ
が
あ
る
。（
そ
れ
は
、
語
り
手
の
「
私
」
も
同
様
で
あ
る
。）

　
し
か
し
、
考
え
よ
う
に
よ
っ
て
は
、
そ
ん
な
矛
盾
に
人
間
の
本
質
が
あ
る
の

か
も
し
れ
な
い
。
彼
ら
の
大
仰
な
セ
リ
フ
や
行
動
の
背
景
に
、
理
想
と
現
実
の

差
や
生
き
る
こ
と
の
哀
し
さ
が
潜
ん
で
い
よ
う
。
安
藤
始
氏
も
言
う
よ
う
に
、

「
会
社
の
中
で
、
そ
れ
な
り
の
地
位
を
確
保
し
て
い
く
た
め
に
は
、
自
ら
の
良

心
を
覆
い
隠
さ
ね
ば
な
ら
な
い
」
し
、「
彼
ら
に
と
っ
て
も
そ
こ
に
は
深
い
屈

辱
が
あ
っ
た
」
ろ
う
し
、「
そ
れ
に
耐
え
る
こ
と
も
ま
た
生
き
て
い
く
手
段
」
で

あ
っ
た
ろ
う
。
問
題
は
、
そ
れ
ら
（「
良
心
を
覆
い
隠
さ
ね
ば
な
ら
な
い
」
こ

と
や
「
深
い
屈
辱
」）
が
作
品
か
ら
感
じ
取
れ
な
い
こ
と
で
あ
る
。

　
ま
た
、
作
品
は
、
二
人
の
回
想
や
和
解
を
経
て
、
翌
朝
の
闘
争
場
面
に
進

み
、
守
衛
の
セ
リ
フ
（「
赤
尾
浪
士
の
討
ち
入
り
」）
で
終
わ
る
。
つ
ま
り
、
こ

の
作
品
は
、「
や
さ
し
さ
」
に
よ
る
二
人
の
和
解
→
翌
朝
の
闘
争
→
「
赤
穂
浪

士
の
討
ち
入
り
」（
守
衛
の
評
価
）
と
い
う
変
化
を
有
す
る
。
つ
ま
り
、
二
重

の
相
対
化
が
あ
る
。

　「
私
」
と
島
田
の
言
動
や
心
情
を
押
さ
え
、
作
品
の
構
造
を
考
慮
し
て
、
作

品
の
特
徴
と
限
界
を
考
え
る
。

二

　酒
場
に
て
―
島
田
と
「
私
」
―

　
作
品
冒
頭
で
、
酔
っ
払
っ
た
島
田
は
、
敵
対
し
て
い
る
「
私
」
に
、
自
分
の

「
考
え
方
」（「
優
し
く
、
優
し
く
、
人
間
が
み
ん
な
、
や
さ
し
ー
く
な
っ
た
ら
、

そ
れ
で
い
い
ん
だ
。」）
を
、「
世
の
中
に
は
ま
っ
た
く
通
用
し
な
い
よ
。
通
用

（
4
）

（
5
）

二

宮本　輝「アルコール兄弟」論

の
後
、
緊
急
避
難
的
に
入
っ
た
組
合
の
中
心
メ
ン
バ
ー
と
な
り
、
組
合
活
動
を

熱
心
に
行
う
。）

　「
私
」
の
言
に
頷
い
た
島
田
は
、
続
け
て
、
主
義
の
無
力
さ
を
説
く
。

「
主
義
が
、
世
界
を
平
和
に
し
た
こ
と
が
あ
っ
た
か
？
　
平
和
主
義
、
リ

ベ
ラ
リ
ズ
ム
。
そ
こ
に
ど
ん
な
実
際
的
な
理
論
と
方
法
が
あ
る
。
な
い

よ
。
み
ん
な
絵
に
描
い
た
餅
だ
。
嫁
と
姑
の
問
題
を
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
が

解
決
出
来
る
か
？
　
そ
れ
す
ら
解
決
出
来
な
く
て
、
何
が
主
義
だ
。
何
が

哲
学
だ
よ
」（
114
）

　
も
ち
ろ
ん
、
主
義
や
哲
学
が
「
み
ん
な
絵
に
描
い
た
餅
」
と
い
う
の
は
言
い

過
ぎ
で
あ
り
、「
嫁
と
姑
の
問
題
」
は
個
々
の
問
題
で
あ
り
、「
主
義
」
と
は
レ

ベ
ル
が
違
う
。
だ
が
、「
私
」
は
島
田
の
言
う
こ
と
に
賛
同
す
る
。「
私
」
も
島

田
と
同
様
に
、
家
庭
に
問
題
を
抱
え
て
お
り
、
嫁
と
合
わ
ず
「
自
分
の
家
が
あ

る
の
に
、
ア
パ
ー
ト
に
一
部
屋
を
借
り
て
住
ん
で
い
る
母
」（
114
）
が
い
た
。

「
俺
も
正
直
に
言
う
よ
。
お
袋
が
死
ん
で
く
れ
た
ら
、
家
の
中
、
平
和
に

な
る
の
に
な
ァ
っ
て
思
っ
た
こ
と
、
何
度
も
あ
る
ぜ
。
俺
の
女
房
も
、
ど

う
し
て
俺
の
お
袋
に
勝
と
う
と
す
る
ん
だ
。
お
袋
も
そ
う
だ
よ
。
も
う
、

ど
う
し
よ
う
も
な
い
。
家
に
帰
り
た
く
な
か
っ
た
ぜ
」（
114
）

　
以
上
の
よ
う
に
、「
私
」
は
嫁
姑
の
問
題
に
苦
し
ん
で
い
る
が
、
結
局
は
ど

う
し
よ
う
も
で
き
ず
、
放
置
し
て
い
る
。

三

　島
田
の
主
張
と
「
私
」

　
思
わ
ず
出
た
「
私
」
の
弱
音
に
対
し
て
、
島
田
は
乗
っ
て
く
る
。

「
そ
こ
な
ん
だ
。」

　「
私
」
は
そ
の
時
（
九
年
前
）
の
状
況
を
、
次
の
よ
う
に
語
る
。

「
お
前
が
組
合
に
入
っ
た
こ
と
が
判
っ
た
日
に
、
同
期
入
社
の
十
二
人
は
、

常
務
に
直
接
呼
ば
れ
て
、
優
し
い
笑
顔
で
昼
食
会
に
誘
わ
れ
た
ん
だ
ぜ
。

（
中
略
）
と
に
か
く
正
社
員
に
な
っ
て
半
年
目
だ
か
ら
、
こ
っ
ち
は
殊
勝

に
し
て
る
し
か
な
い
ん
だ
。
組
合
員
と
一
緒
に
お
茶
を
飲
ん
だ
だ
け
で
、

ど
ん
な
話
を
し
た
ん
だ
っ
て
根
掘
り
葉
掘
り
訊
か
れ
る
し
、
下
手
な
真
似

し
て
広
島
支
社
な
ん
か
に
島
流
し
に
さ
れ
て
み
ろ
。
そ
れ
っ
き
り
だ
か
ら

な
。
お
前
に
は
悪
い
と
思
い
な
が
ら
、
あ
あ
す
る
し
か
な
か
っ
た
ん
だ

よ
」（
111
）

　
会
社
と
組
合
の
反
目
や
軋
轢
に
よ
っ
て
、
二
人
は
疎
遠
に
な
る
。
し
か
し
、

島
田
が
突
然
組
合
に
入
っ
た
の
に
も
理
由
が
あ
っ
た
。

「
俺
が
慌
て
て
組
合
に
入
っ
た
の
は
、
次
の
人
事
異
動
で
、
広
島
支
社
に

行
か
さ
れ
る
っ
て
こ
と
を
部
長
に
耳
打
ち
さ
れ
た
か
ら
な
ん
だ
。
俺
は
、

親
一
人
子
一
人
で
、
お
袋
は
リ
ュ
ー
マ
チ
で
寝
た
り
起
き
た
り
だ
。
お
袋

を
東
京
に
ひ
と
り
置
い
と
く
こ
と
も
、
連
れ
て
行
く
こ
と
も
出
来
ね
ェ
。」

（
111
）

　
こ
の
人
事
異
動
は
、
当
時
彼
が
親
し
か
っ
た
組
合
の
副
書
記
長
・
平
松
と
の

関
係
を
、
会
社
が
誤
解
し
た
も
の
だ
っ
た
。
島
田
に
と
っ
て
、
病
気
が
ち
の
母

親
の
件
も
あ
り
、「
広
島
行
き
」
は
受
容
で
き
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
困
っ

た
島
田
は
組
合
の
平
松
に
泣
き
つ
き
、
組
合
の
力
で
支
社
行
き
を
避
け
た
の
で

あ
っ
た
。
そ
れ
を
聞
い
た
「
私
」
は
、

「
俺
が
お
前
だ
っ
た
ら
、
や
っ
ぱ
り
組
合
に
入
っ
た
だ
ろ
う
な
。
共
産
主

義
も
資
本
主
義
も
関
係
な
し
に
さ
」（
113
）

と
言
い
、
自
分
で
も
そ
う
し
た
だ
ろ
う
と
認
め
て
い
る
。（
だ
が
、
島
田
は
そ

三

295
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緊
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誘
わ
れ
た
ん
だ
ぜ
。

（
中
略
）
と
に
か
く
正
社
員
に
な
っ
て
半
年
目
だ
か
ら
、
こ
っ
ち
は
殊
勝

に
し
て
る
し
か
な
い
ん
だ
。
組
合
員
と
一
緒
に
お
茶
を
飲
ん
だ
だ
け
で
、

ど
ん
な
話
を
し
た
ん
だ
っ
て
根
掘
り
葉
掘
り
訊
か
れ
る
し
、
下
手
な
真
似

し
て
広
島
支
社
な
ん
か
に
島
流
し
に
さ
れ
て
み
ろ
。
そ
れ
っ
き
り
だ
か
ら

な
。
お
前
に
は
悪
い
と
思
い
な
が
ら
、
あ
あ
す
る
し
か
な
か
っ
た
ん
だ

よ
」（
111
）

　
会
社
と
組
合
の
反
目
や
軋
轢
に
よ
っ
て
、
二
人
は
疎
遠
に
な
る
。
し
か
し
、

島
田
が
突
然
組
合
に
入
っ
た
の
に
も
理
由
が
あ
っ
た
。

「
俺
が
慌
て
て
組
合
に
入
っ
た
の
は
、
次
の
人
事
異
動
で
、
広
島
支
社
に

行
か
さ
れ
る
っ
て
こ
と
を
部
長
に
耳
打
ち
さ
れ
た
か
ら
な
ん
だ
。
俺
は
、

親
一
人
子
一
人
で
、
お
袋
は
リ
ュ
ー
マ
チ
で
寝
た
り
起
き
た
り
だ
。
お
袋

を
東
京
に
ひ
と
り
置
い
と
く
こ
と
も
、
連
れ
て
行
く
こ
と
も
出
来
ね
ェ
。」

（
111
）

　
こ
の
人
事
異
動
は
、
当
時
彼
が
親
し
か
っ
た
組
合
の
副
書
記
長
・
平
松
と
の

関
係
を
、
会
社
が
誤
解
し
た
も
の
だ
っ
た
。
島
田
に
と
っ
て
、
病
気
が
ち
の
母

親
の
件
も
あ
り
、「
広
島
行
き
」
は
受
容
で
き
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
困
っ

た
島
田
は
組
合
の
平
松
に
泣
き
つ
き
、
組
合
の
力
で
支
社
行
き
を
避
け
た
の
で

あ
っ
た
。
そ
れ
を
聞
い
た
「
私
」
は
、

「
俺
が
お
前
だ
っ
た
ら
、
や
っ
ぱ
り
組
合
に
入
っ
た
だ
ろ
う
な
。
共
産
主

義
も
資
本
主
義
も
関
係
な
し
に
さ
」（
113
）

と
言
い
、
自
分
で
も
そ
う
し
た
だ
ろ
う
と
認
め
て
い
る
。（
だ
が
、
島
田
は
そ

三
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間
を
ド
ブ
ネ
ズ
ミ
か
ゴ
キ
ブ
リ
み
た
い
に
嫌
っ
て
き
た
」（
114
）
の
で
あ
る
。

こ
れ
で
は
、
ま
と
も
な
友
だ
ち
づ
き
あ
い
は
無
理
だ
ろ
う
。

　
し
か
し
、
彼
ら
が
言
う
よ
う
に
、
組
合
員
か
否
か
が
そ
ん
な
に
重
大
事
だ
ろ

う
か
と
い
う
疑
問
も
生
じ
る
。
個
人
よ
り
も
会
社
が
大
事
だ
と
い
う
時
代
の
雰

囲
気
を
考
慮
し
て
も
、
両
者
の
反
目
や
憎
悪
は
普
通
で
は
な
い
。

　
そ
う
い
う
二
人
が
酔
っ
払
っ
て
（
も
し
く
は
ひ
ど
く
酔
っ
た
振
り
を
し
て
）、

自
分
た
ち
と
対
極
的
な
「
優
し
い
世
界
」
を
想
う
。「
私
」
は
、「
世
界
中
の
人

間
が
み
ん
な
優
し
く
な
っ
て
い
る
光
景
を
想
像
し
た
。」（
116
）
そ
し
て
、

私
は
島
田
に
右
手
を
差
し
出
し
、

「
俺
は
、
お
前
を
好
き
だ
っ
た
ん
だ
」

と
言
っ
て
か
ら
、
島
田
の
手
を
強
く
握
り
し
め
た
。

「
そ
う
だ
よ
。
み
ん
な
優
し
く
な
り
ゃ
い
い
ん
だ
。
簡
単
だ
。
お
前
の
考

え
方
は
正
し
い
。
俺
だ
け
は
支
持
す
る
ぜ
」（
116
）

と
言
う
。「
私
」
は
酒
に
よ
る
興
奮
も
あ
っ
た
ろ
う
が
、
嘘
は
言
っ
て
い
な
い
。

過
去
に
島
田
を
好
き
だ
っ
た
の
も
事
実
だ
ろ
う
し
、
島
田
の
考
え
も
正
し
い
と

思
っ
て
い
る
。
た
だ
し
前
述
し
た
よ
う
に
、
そ
れ
は
実
行
し
に
く
い
し
、「
み

ん
な
」
と
な
る
と
、
現
実
的
に
は
不
可
能
だ
ろ
う
。

　
島
田
は
「
両
手
で
私
の
右
手
を
包
み
、
烈
し
く
上
下
に
振
」
る
。
そ
し
て
、

「
私
」
の
想
像
―
「
世
界
中
の
人
間
が
み
ん
な
優
し
く
な
っ
て
い
る
光
景
」
―

を
察
し
、「
優
し
く
な
ろ
う
、
優
し
く
な
ろ
う
と
努
力
し
て
る
こ
の
俺
に
は
、

人
の
心
が
ぴ
た
り
と
読
め
る
」（
116
）
と
ま
で
言
う
。
そ
れ
を
聞
い
た
「
私
」

は
、「
何
十
年
も
消
息
の
知
れ
な
か
っ
た
親
友
と
再
会
し
た
よ
う
な
心
持
に
な
」

り
、「
酒
の
せ
い
じ
ゃ
な
い
。
そ
う
胸
の
中
で
つ
ぶ
や
」（
117
）
く
。
こ
こ
に

は
、
両
者
の
考
え
の
一
致
や
和
解
が
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
彼
ら
の
和
解
は
、
お

（
6
）

島
田
は
ふ
い
に
私
の
顔
面
に
人
差
し
指
を
突
き
つ
け
た
。
指
は
、
二
本
に

も
三
本
に
も
見
え
た
。

「
優
し
く
な
っ
た
ら
い
い
ん
だ
よ
。
優
し
く
、
優
し
く
、
人
間
が
み
ん
な
、

や
さ
し
ー
く
な
っ
た
ら
、
そ
れ
で
い
い
ん
だ
。
そ
う
な
っ
た
ら
、
世
の
中

の
難
し
い
問
題
な
ん
て
、
み
ん
な
解
決
す
る
ぜ
」（
115
）

　
し
か
し
、「
私
」
は
島
田
の
言
葉
に
納
得
せ
ず
、「
溜
息
を
つ
い
て
目
を
閉

じ
」、「
ど
う
や
っ
て
、
人
間
全
部
が
優
し
く
な
る
ん
だ
」
と
聞
く
。
島
田
は

「
そ
ん
な
こ
と
は
不
可
能
だ
。
お
前
、
い
ま
そ
う
思
っ
て
る
だ
ろ
う
」
と
言
い
、

私
の
「
思
っ
て
る
よ
。
当
た
り
前
だ
ろ
う
」
と
の
回
答
を
聞
き
、「
と
こ
ろ
が
、

俺
は
不
可
能
じ
ゃ
な
い
と
考
え
て
る
」
と
言
う
。
そ
し
て
、「
そ
れ
以
外
に
解

決
の
道
は
な
い
ん
だ
」（
115
）
と
も
断
言
す
る
。
こ
の
考
え
が
組
合
の
連
中
は

も
と
よ
り
、
世
間
か
ら
も
「
馬
鹿
」
に
さ
れ
る
こ
と
は
承
知
の
上
で
あ
る
。
彼

は
言
う
。

だ
け
ど
、
こ
れ
が
、
誰
に
何
と
馬
鹿
よ
ば
わ
り
さ
れ
よ
う
と
、
曲
げ
ら
れ

ね
ェ
俺
の
考
え
方
な
ん
だ
（
111
）

　
こ
の
考
え
を
実
行
で
き
れ
ば
素
晴
ら
し
い
こ
と
だ
が
、
現
実
的
に
は
困
難
事

で
あ
ろ
う
。
だ
が
、
入
社
当
時
の
島
田
は
「
東
京
生
ま
れ
で
東
京
育
ち
な
の

に
、
ど
う
見
て
も
や
ま
だ
し
に
し
か
見
え
な
い
、
そ
れ
で
い
て
機
知
に
富
ん
」

（
114
）
で
い
て
、「
同
期
入
社
の
連
中
の
中
で
、
こ
の
島
田
が
一
番
優
し
そ
う
な

顔
を
し
て
い
」（
116
）
た
。
彼
は
昔
か
ら
、
そ
う
い
う
考
え
を
持
っ
て
い
た
の

か
も
し
れ
な
い
。

　
お
そ
ら
く
十
年
前
に
は
、
二
人
は
友
人
に
な
れ
る
可
能
性
が
あ
っ
た
ろ
う
。

十
年
間
の
会
社
勤
め
と
組
合
活
動
が
、
彼
を
「
三
白
眼
」（
110
）
の
男
に
変
え
、

彼
に
対
す
る
「
私
」
の
対
応
も
変
え
た
。「
私
」
は
「
何
年
も
、
彼
や
彼
の
仲

四
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明
朝
の
ど
ん
で
ん
返
し
が
な
け
れ
ば
、
こ
の
場
面
は
、
そ
れ
な
り
に
感
動
的

な
場
面
で
あ
る
。
し
か
し
、
島
田
と
別
れ
た
「
私
」
は
同
僚
に
電
話
を
か
け
、

第
二
組
合
の
人
数
（
百
三
十
人
）
を
確
か
め
る
。
対
し
て
島
田
は
、
十
時
に
は

会
社
に
戻
り
、
社
内
に
ビ
ラ
を
張
り
始
め
る
。

　
こ
の
心
情
（
和
解
）
と
行
動
の
乖
離
を
ど
う
考
え
れ
ば
い
い
の
か
。
そ
れ
が

現
実
に
生
き
る
人
間
の
実
態
だ
と
言
っ
て
し
ま
え
ば
、
そ
れ
ま
で
だ
が
、
二
人

に
後
ろ
め
た
さ
や
苦
悩
が
な
い
訳
で
は
な
か
ろ
う
。
例
え
ば
、「
私
」
は
、

家
に
帰
り
着
く
ま
で
、
私
は
「
や
さ
し
く
、
や
さ
し
く
な
れ
ば
い
い
」
と

つ
ぶ
や
き
つ
づ
け
た
。
早
く
酔
い
が
醒
め
て
ほ
し
か
っ
た
。（
120
）

　「
私
」
は
酔
い
の
せ
い
も
あ
り
、
少
な
か
ら
ず
島
田
の
考
え
に
賛
同
し
た
、

も
し
く
は
そ
う
思
っ
た
。
が
、
彼
の
頭
の
中
に
は
、
島
田
た
ち
と
の
明
日
の
戦

い
が
あ
り
、
そ
れ
故
に
、「
酔
い
が
醒
め
て
ほ
し
か
っ
た
」。
そ
し
て
、
彼
は

「
ふ
と
母
に
逢
い
た
く
な
」
る
。
母
に
会
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
分
を
浄
化
し

た
い
、
自
分
を
許
し
て
ほ
し
い
と
い
う
思
い
が
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
こ

こ
に
、
理
想
（
や
さ
し
さ
）
と
現
実
の
狭
間
に
陥
っ
た
「
私
」
が
い
る
。

　
だ
が
、「
随
分
長
い
こ
と
迷
っ
た
の
ち
、
私
は
結
局
、
家
に
帰
」（
120
）
る
。

「
長
い
こ
と
迷
っ
た
」
に
、「
私
」
の
良
心
が
う
か
が
わ
れ
る
が
、「
私
」
は
、

明
日
の
戦
い
を
優
先
す
る
。
そ
し
て
、
そ
の
戦
い
は
、
苦
悩
や
「
や
さ
し
さ
」

な
ど
み
じ
ん
も
感
じ
ら
れ
な
い
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
現
実
で
あ
り
、
会
社
人

と
し
て
当
然
の
こ
と
か
も
し
れ
な
い
が
、
前
夜
か
ら
の
心
情
の
流
れ
を
考
慮
す

る
と
、
良
心
や
や
さ
し
さ
の
消
去
で
あ
り
、
断
絶
と
言
っ
て
い
い
。
つ
ま
り
、

翌
朝
の
戦
い
は
前
夜
の
和
解
を
相
対
化
し
て
、
島
田
の
言
う
「
や
さ
し
さ
」
な

ど
は
消
え
去
っ
て
し
ま
う
。

互
い
が
本
音
を
隠
し
た
上
で
の
も
の
で
あ
る
。

四

　新
組
合
結
成
と
「
友
だ
ち
」

　
島
田
が
ト
イ
レ
で
席
を
は
ず
し
た
と
き
、「
私
」
は
店
の
電
話
機
を
見
る
。

そ
れ
は
、
第
二
組
合
結
成
を
意
識
し
た
も
の
だ
っ
た
。
明
日
は
、
島
田
の
組
合

に
対
抗
す
る
第
二
組
合
結
成
の
日
で
あ
っ
た
。

新
し
く
就
任
し
た
常
務
は
、
前
の
常
務
よ
り
も
労
務
管
理
、
と
り
わ
け
組

合
つ
ぶ
し
の
プ
ロ
で
あ
っ
た
。
私
は
一
年
前
、
常
務
の
命
を
受
け
て
、
一

度
失
敗
し
た
第
二
組
合
づ
く
り
を
秘
密
裡
に
進
め
て
き
た
の
だ
っ
た
。
私

の
役
目
は
、
殆
ど
終
わ
り
、
あ
し
た
か
ら
二
年
間
、
第
二
組
合
の
委
員
長

を
つ
と
め
る
だ
け
で
あ
る
。
春
闘
時
と
、
年
に
二
回
の
ボ
ー
ナ
ス
時
だ

け
、
私
は
組
合
員
た
ち
に
ほ
ん
の
少
し
嘘
を
つ
け
ば
い
い
の
だ
。
三
年

後
、
私
は
営
業
一
部
の
部
長
に
昇
進
す
る
約
束
に
な
っ
て
い
る
。（
120
）

　「
わ
た
し
」
に
後
ろ
め
た
さ
も
あ
っ
た
の
か
、
席
に
戻
っ
て
き
た
島
田
に
、

五
年
前
の
幻
と
な
っ
た
第
二
組
合
に
つ
い
て
喋
る
。
そ
の
後
、
島
田
が
店
内
の

ダ
イ
ス
の
客
の
と
こ
ろ
に
行
き
、「
私
」
は
店
を
出
る
。
飲
み
代
を
「
私
」
の

ツ
ケ
に
し
た
の
を
島
田
が
知
っ
て
、
追
い
か
け
て
き
て
、「
き
ょ
う
は
俺
が
払

う
」
と
「
無
言
で
握
手
を
求
め
た
。」（
119
）

「
友
だ
ち
に
戻
ろ
う
じ
ゃ
ね
ェ
か
」

私
が
言
う
と
、
島
田
は
、

「
俺
は
ず
っ
と
友
だ
ち
だ
っ
た
ぜ
。
口
を
き
い
て
く
れ
な
か
っ
た
の
は
お

前
の
ほ
う
だ
」

と
涙
ぐ
ん
だ
。（
120
）

五
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明
朝
の
ど
ん
で
ん
返
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が
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け
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ば
、
こ
の
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は
、
そ
れ
な
り
に
感
動
的

な
場
面
で
あ
る
。
し
か
し
、
島
田
と
別
れ
た
「
私
」
は
同
僚
に
電
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を
か
け
、

第
二
組
合
の
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数
（
百
三
十
人
）
を
確
か
め
る
。
対
し
て
島
田
は
、
十
時
に
は

会
社
に
戻
り
、
社
内
に
ビ
ラ
を
張
り
始
め
る
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こ
の
心
情
（
和
解
）
と
行
動
の
乖
離
を
ど
う
考
え
れ
ば
い
い
の
か
。
そ
れ
が

現
実
に
生
き
る
人
間
の
実
態
だ
と
言
っ
て
し
ま
え
ば
、
そ
れ
ま
で
だ
が
、
二
人

に
後
ろ
め
た
さ
や
苦
悩
が
な
い
訳
で
は
な
か
ろ
う
。
例
え
ば
、「
私
」
は
、

家
に
帰
り
着
く
ま
で
、
私
は
「
や
さ
し
く
、
や
さ
し
く
な
れ
ば
い
い
」
と

つ
ぶ
や
き
つ
づ
け
た
。
早
く
酔
い
が
醒
め
て
ほ
し
か
っ
た
。（
120
）

　「
私
」
は
酔
い
の
せ
い
も
あ
り
、
少
な
か
ら
ず
島
田
の
考
え
に
賛
同
し
た
、

も
し
く
は
そ
う
思
っ
た
。
が
、
彼
の
頭
の
中
に
は
、
島
田
た
ち
と
の
明
日
の
戦

い
が
あ
り
、
そ
れ
故
に
、「
酔
い
が
醒
め
て
ほ
し
か
っ
た
」。
そ
し
て
、
彼
は

「
ふ
と
母
に
逢
い
た
く
な
」
る
。
母
に
会
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
分
を
浄
化
し

た
い
、
自
分
を
許
し
て
ほ
し
い
と
い
う
思
い
が
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
こ

こ
に
、
理
想
（
や
さ
し
さ
）
と
現
実
の
狭
間
に
陥
っ
た
「
私
」
が
い
る
。

　
だ
が
、「
随
分
長
い
こ
と
迷
っ
た
の
ち
、
私
は
結
局
、
家
に
帰
」（
120
）
る
。

「
長
い
こ
と
迷
っ
た
」
に
、「
私
」
の
良
心
が
う
か
が
わ
れ
る
が
、「
私
」
は
、

明
日
の
戦
い
を
優
先
す
る
。
そ
し
て
、
そ
の
戦
い
は
、
苦
悩
や
「
や
さ
し
さ
」

な
ど
み
じ
ん
も
感
じ
ら
れ
な
い
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
現
実
で
あ
り
、
会
社
人

と
し
て
当
然
の
こ
と
か
も
し
れ
な
い
が
、
前
夜
か
ら
の
心
情
の
流
れ
を
考
慮
す

る
と
、
良
心
や
や
さ
し
さ
の
消
去
で
あ
り
、
断
絶
と
言
っ
て
い
い
。
つ
ま
り
、

翌
朝
の
戦
い
は
前
夜
の
和
解
を
相
対
化
し
て
、
島
田
の
言
う
「
や
さ
し
さ
」
な

ど
は
消
え
去
っ
て
し
ま
う
。

互
い
が
本
音
を
隠
し
た
上
で
の
も
の
で
あ
る
。
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　新
組
合
結
成
と
「
友
だ
ち
」

　
島
田
が
ト
イ
レ
で
席
を
は
ず
し
た
と
き
、「
私
」
は
店
の
電
話
機
を
見
る
。

そ
れ
は
、
第
二
組
合
結
成
を
意
識
し
た
も
の
だ
っ
た
。
明
日
は
、
島
田
の
組
合

に
対
抗
す
る
第
二
組
合
結
成
の
日
で
あ
っ
た
。

新
し
く
就
任
し
た
常
務
は
、
前
の
常
務
よ
り
も
労
務
管
理
、
と
り
わ
け
組

合
つ
ぶ
し
の
プ
ロ
で
あ
っ
た
。
私
は
一
年
前
、
常
務
の
命
を
受
け
て
、
一

度
失
敗
し
た
第
二
組
合
づ
く
り
を
秘
密
裡
に
進
め
て
き
た
の
だ
っ
た
。
私

の
役
目
は
、
殆
ど
終
わ
り
、
あ
し
た
か
ら
二
年
間
、
第
二
組
合
の
委
員
長

を
つ
と
め
る
だ
け
で
あ
る
。
春
闘
時
と
、
年
に
二
回
の
ボ
ー
ナ
ス
時
だ

け
、
私
は
組
合
員
た
ち
に
ほ
ん
の
少
し
嘘
を
つ
け
ば
い
い
の
だ
。
三
年

後
、
私
は
営
業
一
部
の
部
長
に
昇
進
す
る
約
束
に
な
っ
て
い
る
。（
120
）

　「
わ
た
し
」
に
後
ろ
め
た
さ
も
あ
っ
た
の
か
、
席
に
戻
っ
て
き
た
島
田
に
、

五
年
前
の
幻
と
な
っ
た
第
二
組
合
に
つ
い
て
喋
る
。
そ
の
後
、
島
田
が
店
内
の

ダ
イ
ス
の
客
の
と
こ
ろ
に
行
き
、「
私
」
は
店
を
出
る
。
飲
み
代
を
「
私
」
の

ツ
ケ
に
し
た
の
を
島
田
が
知
っ
て
、
追
い
か
け
て
き
て
、「
き
ょ
う
は
俺
が
払

う
」
と
「
無
言
で
握
手
を
求
め
た
。」（
119
）

「
友
だ
ち
に
戻
ろ
う
じ
ゃ
ね
ェ
か
」

私
が
言
う
と
、
島
田
は
、

「
俺
は
ず
っ
と
友
だ
ち
だ
っ
た
ぜ
。
口
を
き
い
て
く
れ
な
か
っ
た
の
は
お

前
の
ほ
う
だ
」

と
涙
ぐ
ん
だ
。（
120
）

五
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ぱ
い
体
当
た
り
し
、
玄
関
を
抜
け
、
階
段
を
駈
け
の
ぼ
っ
た
。（
121
）

　
彼
も
「
怒
号
に
向
か
っ
て
力
い
っ
ぱ
い
体
当
た
り
」
す
る
な
ど
、
全
力
で
戦

っ
て
い
る
。

　
そ
の
後
、
彼
が
事
務
所
に
入
る
と
、
島
田
た
ち
が
作
っ
た
ビ
ラ
が
「
壁
と
い

う
壁
に
張
ら
れ
」
て
い
た
。

「
か
ま
わ
ね
ェ
か
ら
、
あ
い
つ
ら
の
ビ
ラ
を
は
が
し
ち
ま
え
。
責
任
は
俺

が
と
っ
て
や
る
」

私
は
先
廻
り
さ
れ
て
う
ろ
た
え
て
い
る
執
行
部
員
に
そ
う
言
っ
た
。（
116
）

　「
私
」
の
指
示
で
、
執
行
部
員
た
ち
は
ビ
ラ
を
剥
が
す
。
そ
し
て
、
事
務
所

の
机
の
上
に
置
か
れ
た
「
ガ
リ
版
刷
り
の
小
冊
子
」
に
は
、「
私
の
名
前
と
常

務
の
名
前
」
が
あ
り
、「
働
く
者
の
権
利
を
奪
う
者
と
、
そ
れ
に
踊
ら
さ
れ
た

出
世
欲
の
塊
り
と
の
卑
劣
な
結
婚
」（
121
）
と
あ
っ
た
。

「
御
用
組
合
の
犬
が
、
ビ
ラ
を
は
が
し
た
ぞ
」

島
田
が
ハ
ン
ド
マ
イ
ク
を
私
の
耳
元
に
近
づ
け
て
叫
ん
だ
。（
122
）

　
島
田
は
「
私
」
を
「
犬
」
と
叫
び
、
非
難
す
る
。
だ
が
、
島
田
た
ち
の
妨
害

も
「
叫
ぶ
」
程
度
で
あ
り
、
血
が
流
れ
る
如
き
暴
力
的
な
も
の
で
は
な
か
っ

た
。

私
は
島
田
の
ハ
ン
ド
マ
イ
ク
を
手
で
払
い
の
け
、
き
ょ
う
か
ら
新
し
い
組

合
の
執
行
部
室
と
な
る
資
料
室
へ
走
っ
た
。（
122
）

　
そ
し
て
、
廊
下
で
出
会
っ
た
年
取
っ
た
守
衛
は
「
私
」
を
見
る
な
り
、
次
の

よ
う
に
言
い
、
作
品
は
終
わ
る
。

「
き
の
う
の
夜
の
十
時
で
す
よ
。
十
時
か
ら
、
ビ
ラ
を
張
り
始
め
ま
し
て

ね
ェ
。
あ
た
し
ゃ
、
赤
穂
浪
士
の
討
ち
入
り
か
と
思
い
ま
し
た
よ
」（
122
）

　
こ
の
守
衛
の
セ
リ
フ
―
「
赤
穂
浪
士
の
討
ち
入
り
か
と
思
い
ま
し
た
」
―
に

五

　翌
朝
―
「
私
」
と
島
田
の
戦
い
―

　
翌
朝
、「
私
」
は
い
つ
も
よ
り
一
時
間
早
く
出
社
し
た
。
第
二
組
合
の
立
ち

上
げ
を
社
内
に
知
ら
せ
る
「
ビ
ラ
や
趣
意
書
を
張
る
」（
121
）
た
め
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
出
社
す
る
と
、「
社
の
建
物
の
前
に
は
、
赤
い
旗
が
数
十
本
並
び
、

は
ち
巻
き
を
し
め
た
共
産
系
の
組
合
員
た
ち
が
ピ
ケ
を
張
っ
て
い
た
。」（
121
）

彼
ら
（
島
田
た
ち
組
合
員
）
は
「
私
」
た
ち
（
第
二
組
合
員
た
ち
）
を
待
ち
構

え
て
い
て
、
両
者
の
戦
い
が
始
ま
る
。

「
御
用
組
合
の
犬
」

島
田
が
ハ
ン
ド
マ
イ
ク
を
口
に
当
て
て
絶
叫
し
た
。
そ
れ
に
呼
応
し
て
、

「
御
用
組
合
の
犬
」
と
組
合
員
た
ち
が
シ
ュ
プ
レ
ヒ
コ
ー
ル
を
お
こ
な
っ

た
。（
121
）

　
島
田
は
、
前
夜
と
は
違
い
、「
私
」
に
「
御
用
組
合
の
犬
」
と
「
ハ
ン
ド
マ

イ
ク
を
口
に
当
て
て
絶
叫
」
し
て
き
た
。
そ
こ
に
は
、
彼
の
言
う
「
や
さ
し

さ
」
は
ど
こ
に
も
な
い
。

　
対
し
て
「
私
」
は
、
強
引
に
突
入
を
図
る
が
、「
何
人
か
に
衿
首
を
つ
か
ま

れ
て
、
引
き
倒
さ
れ
」
る
。

「
な
に
ぐ
ず
ぐ
ず
や
っ
て
ん
だ
。
力
ず
く
で
も
い
い
か
ら
入
っ
ち
ま
え
」

押
し
問
答
を
し
て
い
る
執
行
部
の
連
中
に
私
は
怒
鳴
っ
た
。
私
の
声
で
執

行
部
員
た
ち
は
、
玄
関
に
突
入
し
た
。（
121
）

　「
私
」
は
計
画
を
立
て
る
だ
け
で
は
な
く
、
ピ
ケ
に
向
か
っ
て
突
入
す
る
よ

う
に
、
行
動
す
る
人
間
で
あ
る
。

私
は
赤
い
旗
の
柄
で
尻
や
背
を
突
か
れ
た
が
、
怒
号
に
向
か
っ
て
力
い
っ

六

宮本　輝「アルコール兄弟」論

る
に
し
て
も
、
人
を
動
か
す
力
が
あ
る
。「
や
さ
し
さ
」
は
、
人
に
と
っ
て
、

不
可
欠
の
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。

　
だ
が
、
二
人
は
、
翌
日
に
は
そ
う
い
っ
た
思
い
（
優
し
さ
）
を
抜
き
に
戦

う
。
厳
し
く
言
え
ば
、
島
田
た
ち
の
語
る
「
や
さ
し
さ
」
や
和
解
は
、
頭
の
中

で
の
こ
と
に
す
ぎ
ず
、
現
実
に
力
を
持
た
な
い
。
そ
の
結
果
、
二
人
の
言
動
に

深
み
や
複
雑
さ
が
な
く
な
り
、
作
品
と
し
て
、
現
実
の
深
刻
さ
や
人
間
の
内
面

の
奥
深
さ
を
描
い
て
い
る
と
は
言
え
な
く
な
り
、
読
者
に
与
え
る
力
も
強
く
な

ら
な
い
。

　
仮
に
、
島
田
の
言
う
「
や
さ
し
さ
」
が
力
を
持
ち
、
主
人
公
た
ち
に
現
実
と

の
相
克
や
内
面
的
苦
悩
が
あ
っ
た
ら
、
こ
の
作
品
は
深
み
を
持
っ
た
だ
ろ
う
。

　
む
し
ろ
彼
ら
は
、
そ
の
場
そ
の
場
の
状
況
や
雰
囲
気
に
合
わ
せ
て
、
言
動
を

行
っ
て
い
る
感
が
あ
る
。
酒
や
騙
し
合
い
、
そ
し
て
、
組
合
の
闘
争
が
、
彼
ら

の
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
引
き
出
し
て
い
て
、
酔
っ
払
い
の
場
面
や
翌
朝
の
闘
争
場
面

は
、
作
ら
れ
た
「
お
祭
」
の
よ
う
で
あ
る
。
そ
れ
が
、
老
守
衛
の
言
う
「
赤
穂

浪
士
」
と
の
批
判
に
な
っ
た
の
だ
ろ
う
。

　
以
上
の
よ
う
に
、
二
度
の
相
対
化
が
「
私
」
と
島
田
の
内
実
を
軽
く
し
て
い

て
、
作
品
に
中
途
半
端
感
を
与
え
て
い
る
。
や
は
り
、
島
田
の
言
う
「
や
さ
し

さ
」
が
魅
力
的
で
、
二
人
の
和
解
や
戦
い
も
面
白
い
の
だ
が
、
物
語
と
し
て
は

成
功
し
て
い
な
い
。

　
そ
れ
ら
が
こ
の
作
品
の
特
徴
で
あ
り
、
限
界
（
弱
さ
）
で
あ
る
。

（
注
）

（
１
）『
宮
本
輝
全
集
』
13
（
新
潮
社
　1993

・4

）
所
収
の
「
後
記
」
に
よ
る
。

（
２
）
同
様
に
、
文
庫
本
の
解
説
者
で
あ
る
荒
川
洋
治
氏
は
、
同
じ
文
庫
本
所
収
の

「
力
」
や
「
眉
墨
」・「
五
千
回
の
生
死
」
な
ど
は
褒
め
る
が
、
こ
の
「
ア
ル
コ
ー
ル

兄
弟
」
に
つ
い
て
の
言
及
は
な
い
。

（
7
）

（
8
）

は
、
彼
の
興
奮
と
ど
こ
と
な
く
滑
稽
味
が
あ
る
。
つ
ま
り
、「
赤
穂
浪
士
の
討

ち
入
り
」
は
、
浪
士
た
ち
の
強
い
意
地
や
恨
み
な
ど
の
武
士
と
し
て
の
命
を
賭

け
て
の
闘
争
で
あ
る
の
に
対
し
て
、「
私
」
と
島
田
た
ち
の
戦
い
は
真
剣
で
あ

る
と
し
て
も
、
ピ
ケ
や
ハ
ン
ド
マ
イ
ク
の
怒
鳴
り
合
い
程
度
で
あ
る
。
当
た
り

前
の
こ
と
だ
が
、
命
を
賭
け
て
の
闘
争
で
は
な
い
。
つ
ま
り
、
赤
穂
浪
士
と
比

較
す
る
こ
と
が
不
適
切
で
あ
り
、
ど
こ
か
、
島
田
た
ち
の
行
動
を
戯
画
化
す
る

効
果
が
あ
り
、「
ど
た
ば
た
劇
（
お
祭
）」
の
よ
う
な
雰
囲
気
を
醸
し
出
す
。

　
前
夜
の
和
解
が
翌
朝
の
戦
い
で
一
掃
さ
れ
た
よ
う
に
、
守
衛
の
セ
リ
フ
は
、

「
私
」
と
島
田
の
戦
い
を
、
赤
穂
浪
士
た
ち
の
も
の
と
比
較
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
結
果
的
に
、
軽
く
（
相
対
化
）
す
る
。
前
夜
の
「
や
さ
し
さ
」
の
相
対
化

に
続
い
て
の
、
二
重
の
相
対
化
で
あ
る
。

六

　ま

　
　と

　
　め

　
前
述
し
た
よ
う
に
、
島
田
は
翌
日
の
第
二
組
合
設
立
を
知
っ
た
上
で
、「
私
」

と
飲
ん
で
お
り
、
自
分
の
部
下
に
は
第
二
組
合
非
難
の
ビ
ラ
や
小
冊
子
を
作
ら

せ
て
い
た
。
そ
の
後
「
私
」
と
別
れ
、
十
時
に
は
会
社
に
戻
り
、
ビ
ラ
を
張
り

玄
関
に
ピ
ケ
を
張
っ
た
。

　「
私
」
は
彼
の
言
葉
に
心
を
動
か
し
、
島
田
の
主
張
―
「
優
し
く
、
優
し
く
、

人
間
が
み
ん
な
、
や
さ
し
ー
く
な
っ
た
ら
、
そ
れ
で
い
い
ん
だ
。」
―
に
賛
同

す
る
。
そ
し
て
、
島
田
の
「
私
」
が
好
き
だ
、「
友
だ
ち
に
な
ろ
う
」
に
よ
り
、

二
人
は
和
解
す
る
。
そ
の
底
に
は
、
敵
対
す
る
相
手
だ
と
の
本
音
が
あ
ろ
う

が
、
彼
ら
の
言
う
や
さ
し
さ
や
和
解
は
、
全
く
の
嘘
で
は
な
か
ろ
う
。
二
人
の

言
う
「
や
さ
し
さ
」
は
、
現
実
に
対
し
て
単
純
す
ぎ
る
し
、
実
行
不
可
能
で
あ

七
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、
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争
が
、
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の
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し
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、
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払
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の
場
面
や
翌
朝
の
闘
争
場
面

は
、
作
ら
れ
た
「
お
祭
」
の
よ
う
で
あ
る
。
そ
れ
が
、
老
守
衛
の
言
う
「
赤
穂

浪
士
」
と
の
批
判
に
な
っ
た
の
だ
ろ
う
。

　
以
上
の
よ
う
に
、
二
度
の
相
対
化
が
「
私
」
と
島
田
の
内
実
を
軽
く
し
て
い

て
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作
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に
中
途
半
端
感
を
与
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。
や
は
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、
島
田
の
言
う
「
や
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が
魅
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的
で
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二
人
の
和
解
や
戦
い
も
面
白
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の
だ
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物
語
と
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。

　
そ
れ
ら
が
こ
の
作
品
の
特
徴
で
あ
り
、
限
界
（
弱
さ
）
で
あ
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。
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に
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も
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が
、
命
を
賭
け
て
の
闘
争
で
は
な
い
。
つ
ま
り
、
赤
穂
浪
士
と
比

較
す
る
こ
と
が
不
適
切
で
あ
り
、
ど
こ
か
、
島
田
た
ち
の
行
動
を
戯
画
化
す
る

効
果
が
あ
り
、「
ど
た
ば
た
劇
（
お
祭
）」
の
よ
う
な
雰
囲
気
を
醸
し
出
す
。

　
前
夜
の
和
解
が
翌
朝
の
戦
い
で
一
掃
さ
れ
た
よ
う
に
、
守
衛
の
セ
リ
フ
は
、

「
私
」
と
島
田
の
戦
い
を
、
赤
穂
浪
士
た
ち
の
も
の
と
比
較
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
結
果
的
に
、
軽
く
（
相
対
化
）
す
る
。
前
夜
の
「
や
さ
し
さ
」
の
相
対
化

に
続
い
て
の
、
二
重
の
相
対
化
で
あ
る
。

六

　ま

　
　と

　
　め

　
前
述
し
た
よ
う
に
、
島
田
は
翌
日
の
第
二
組
合
設
立
を
知
っ
た
上
で
、「
私
」

と
飲
ん
で
お
り
、
自
分
の
部
下
に
は
第
二
組
合
非
難
の
ビ
ラ
や
小
冊
子
を
作
ら

せ
て
い
た
。
そ
の
後
「
私
」
と
別
れ
、
十
時
に
は
会
社
に
戻
り
、
ビ
ラ
を
張
り

玄
関
に
ピ
ケ
を
張
っ
た
。

　「
私
」
は
彼
の
言
葉
に
心
を
動
か
し
、
島
田
の
主
張
―
「
優
し
く
、
優
し
く
、

人
間
が
み
ん
な
、
や
さ
し
ー
く
な
っ
た
ら
、
そ
れ
で
い
い
ん
だ
。」
―
に
賛
同

す
る
。
そ
し
て
、
島
田
の
「
私
」
が
好
き
だ
、「
友
だ
ち
に
な
ろ
う
」
に
よ
り
、

二
人
は
和
解
す
る
。
そ
の
底
に
は
、
敵
対
す
る
相
手
だ
と
の
本
音
が
あ
ろ
う

が
、
彼
ら
の
言
う
や
さ
し
さ
や
和
解
は
、
全
く
の
嘘
で
は
な
か
ろ
う
。
二
人
の

言
う
「
や
さ
し
さ
」
は
、
現
実
に
対
し
て
単
純
す
ぎ
る
し
、
実
行
不
可
能
で
あ

七

290



藤　　村　　　　　猛

な
ど
と
比
べ
て
、
失
敗
作
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
だ
ろ
う
。

〔
二
〇
一
九
・
九
・
二
六
　
受
理
〕

コ
ン
ト
リ
ビ
ュ
ー
タ
ー
：
町
　
博
光
　
教
授
（
日
本
文
学
科
）

�

『
五
千
回
の
生
死
』（
新
潮
文
庫
　1990

・4

）

（
３
）「
ア
ル
コ
ー
ル
兄
弟
」
の
本
文
は
、
単
行
本
『
五
千
回
の
生
死
』（
新
潮
社
　

1987

・6

）
に
よ
る
。（
　
）
内
の
数
字
は
、
単
行
本
の
頁
数
で
あ
る
。

（
４
）
安
藤
始
『
宿
命
と
永
遠
―
宮
本
輝
の
物
語
―
』（
お
う
ふ
う
　2003

・10

）

（
５
）
宮
本
の
以
前
の
短
編
「
寝
台
車
」（1979

・1

）
の
会
社
員
・
甲
谷
に
は
、
大
仰
な

セ
リ
フ
や
行
動
の
裏
に
、「
深
い
屈
辱
」
や
悲
し
み
が
あ
っ
た
。
ま
た
、「
や
さ
し

さ
」
は
、
宮
本
輝
の
小
説
で
は
少
な
か
ら
ず
描
か
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、「
ア
ル
コ

ー
ル
兄
弟
」
に
時
期
的
に
近
い
、「
夢
見
通
り
の
人
々
」（1982

・9

～1985

・11

）

の
主
人
公
・
春
太
も
優
し
い
人
間
で
あ
り
、
短
編
「
バ
ケ
ツ
の
底
」（1986

・2

）

の
主
人
公
の
「
ぼ
く
」
も
優
し
さ
を
持
つ
。

（
６
）
こ
の
作
品
が
発
表
さ
れ
た
の
は
昭
和
59
年
（1984

）
で
あ
り
、
世
間
は
バ
ブ
ル
景

気
を
迎
え
つ
つ
あ
っ
た
。
昭
和
30
・
40
年
代
の
高
度
経
済
成
長
時
の
よ
う
な
、
個

人
よ
り
も
会
社
を
優
先
す
る
よ
う
な
風
潮
は
少
な
く
な
っ
た
し
、
お
互
い
（
会
社

対
組
合
）
が
憎
み
合
う
よ
う
な
対
立
は
減
少
し
た
。

�

　
作
品
の
内
容
や
雰
囲
気
を
考
え
る
と
、「
ア
ル
コ
ー
ル
兄
弟
」
の
現
在
時
間
は
、

昭
和
50
年
代
前
半
こ
ろ
と
見
た
方
が
ふ
さ
わ
し
い
。

（
７
）�

例
え
ば
、「
寝
台
車
」
の
甲
谷
に
は
、
仕
事
と
自
己
と
の
乖
離
に
苦
し
む
姿
が
描

か
れ
て
い
た
が
、
こ
こ
に
は
な
い
。
ま
た
、「
バ
ケ
ツ
の
底
」
で
は
、
厳
し
い
現
実

の
中
で
、
他
者
を
助
け
よ
う
と
す
る
主
人
公
の
「
や
さ
し
さ
」
が
描
か
れ
て
い
る
。

そ
れ
が
、
主
人
公
た
ち
に
力
を
与
え
て
い
る
し
、
作
品
を
よ
り
良
い
も
の
と
し
て

い
る
。

（
８
）
人
の
持
つ
「
や
さ
し
さ
」
は�

宮
本
輝
の
描
き
た
い
も
の
の
一
つ
で
あ
ろ
う
が
、

現
実
に
は
存
在
し
に
く
い
も
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
か
、
現
実
の
厳
し
さ
・
暗
さ

な
ど
を
重
視
し
始
め
た
「
避
暑
地
の
猫
」（1985

・3

）
や
『
真
夏
の
犬
』（1990
・3
）

以
降
、
初
期
作
品
か
ら
描
か
れ
て
い
た
（「
や
さ
し
さ
」
を
含
む
）
叙
情
性
が
少
な

く
な
っ
て
い
く
。

�

　
こ
の
作
品
で
、「
や
さ
し
さ
」
が
島
田
た
ち
に
よ
っ
て
強
調
さ
れ
て
い
る
の
は
、

作
者
と
し
て
は
、
現
実
と
理
想
（
や
さ
し
さ
）
の
共
存
へ
の
試
み
だ
っ
た
の
か
も

し
れ
な
い
。

�

　
だ
が
、
主
人
公
た
ち
の
内
面
―
苦
悩
や
悲
し
み
な
ど
―
に
深
く
入
ら
ず
、
表
面

的
に
流
れ
て
し
ま
っ
た
。
や
は
り
、「
ア
ル
コ
ー
ル
兄
弟
」
は
、「
バ
ケ
ツ
の
底
」

八
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