
私
は
、
和
光
大
学
総
合
文
化
研
究
所
・
朝
鮮
研
究
会
の
活
動
を

企
画
、
運
営
し
、
本
誌
編
集
を
担
当
し
た
同
僚
、
ロ
バ
ー
ト
・
リ

ケ
ッ
ト
さ
ん
の
助
け
手
と
し
て
、
「
結
び
」
を
書
き
出
そ
う
と
し

て
い
る
。
私
た
ち
の
研
究
会
は
、
一
九
九
四
～
九
七
年
度
を
中
心

に
、
本
誌
に
著
者
と
し
て
、
語
り
手
と
し
て
登
場
し
て
い
た
だ
い

た
方
々
を
招
く
か
、
訪
ね
て
、
「
地
域
社
会
に
お
け
る
在
日
朝
鮮

人
と
Ｇ
Ｈ
Ｑ
」
と
題
す
る
テ
ー
マ
を
考
え
て
き
た
。
い
ま
、
編
集

の
仕
事
を
終
え
て
、
当
時
の
こ
と
を
想
起
し
て
い
る
と
、
い
ろ
い

ろ
な
感
想
が
思
い
浮
か
ん
で
い
る
。

私
は
、
本
誌
最
初
の
読
者
の
一
人
と
し
て
、
本
誌
か
ら
改
め
て

学
ん
だ
こ
と
、
考
え
た
こ
と
を
書
き
記
す
こ
と
で
、
「
結
び
」
と

し
な
が
ら
、
こ
れ
か
ら
の
読
者
へ
の
橋
渡
し
が
で
き
れ
ば
幸
い
と

願
っ
て
い
る
。
と
い
っ
て
も
、
私
流
の
「
結
び
」
と
さ
せ
て
い
た

だ
く
こ
と
を
お
許
し
願
い
た
い
。

篠
原
睦
治

結
び

和
光
大
学
教
員

さ
て
、
戦
後
間
も
な
く
、
在
日
朝
鮮
人
た
ち
は
、
Ｇ
Ｈ
Ｑ
は
自

分
た
ち
を
解
放
し
た
も
の
と
し
て
こ
れ
を
歓
迎
し
た
。
そ
の
こ
と

は
、
日
本
共
産
党
の
Ｇ
Ｈ
Ｑ
に
関
す
る
認
識
に
関
し
て
も
同
様
だ

っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
在
日
朝
鮮
人
は
、
一
方
で
、
在
日
本
朝
鮮
人

連
盟
（
朝
連
）
を
結
成
し
な
が
ら
、
う
ち
何
人
か
は
日
本
人
党
員

と
一
緒
に
党
活
動
も
始
め
た
。
他
方
、
日
本
人
党
員
の
在
日
朝
鮮

人
に
対
す
る
意
識
は
多
様
で
あ
っ
た
ら
し
い
。
高
橋
正
美
さ
ん
は
、

ご
自
分
の
は
贈
罪
意
識
か
ら
の
活
動
で
あ
っ
た
と
述
懐
し
て
い
る

が
、
本
誌
の
証
言
か
ら
察
せ
ら
れ
る
が
、
党
員
の
多
く
は
無
関
心

で
、
朝
鮮
人
差
別
の
気
持
ち
を
引
き
ず
り
な
が
ら
、
せ
い
ぜ
い
同

情
で
彼
ら
の
生
活
擁
護
運
動
を
支
援
す
る
程
度
で
あ
っ
た
。
つ
ま

り
、
朝
鮮
を
植
民
地
化
し
支
配
し
て
き
た
、
つ
い
こ
の
間
ま
で
の

日
本
の
歴
史
に
対
す
る
捉
え
直
し
は
、
当
時
の
日
本
共
産
党
に
お

い
て
も
十
分
に
な
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

し
の
は
ら
・
む
つ
は
る

一
九
三
八
年
生
ま
れ
。
和
光
大
学
人

間
関
係
学
部
教
授
．
障
害
者
と
健
常

者
の
共
生
・
共
学
の
実
践
を
深
め
つ

つ
、
心
理
テ
ス
ト
、
カ
ウ
ン
セ
リ
ン

グ
、
脳
死
・
臓
器
移
植
な
ど
、
先
端

医
療
の
諸
問
題
を
考
え
て
き
た
．
老

い
と
介
護
の
今
日
的
課
題
も
。
朝
鮮

研
究
会
の
世
話
人
。
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本
誌
が
扱
っ
た
時
間
は
「
戦
後
直
後
」
、
つ
ま
り
た
っ
た
五
年

程
で
あ
る
。
日
本
人
に
と
っ
て
の
敗
戦
の
年
、
そ
れ
は
朝
鮮
人
が

日
本
の
朝
鮮
支
配
か
ら
解
放
さ
れ
た
時
な
の
だ
が
、
在
日
の
彼
ら

は
、
大
急
ぎ
で
、
朝
連
を
結
成
し
た
（
一
九
四
五
年
一
○
月
）
。

そ
れ
は
南
北
分
裂
国
家
が
つ
く
ら
れ
る
以
前
の
こ
と
だ
っ
た
。
や

が
て
、
北
朝
鮮
、
つ
ま
り
朝
鮮
民
主
主
義
人
民
共
和
国
（
共
和
国
）

が
樹
立
さ
れ
る
（
一
九
四
八
年
九
月
）
と
、
彼
ら
は
、
日
本
の
生

ま
れ
変
わ
り
を
期
待
し
な
が
ら
、
日
本
の
中
で
自
分
た
ち
の
生
活

と
教
育
を
確
立
し
よ
う
と
願
い
つ
つ
も
、
一
方
で
、
朝
鮮
民
族
の

統
一
と
独
立
の
願
い
を
託
し
う
る
国
家
と
し
て
、
共
和
国
に
貢
献

す
る
活
動
を
開
始
し
た
。

私
は
、
本
誌
を
通
読
し
な
が
ら
、
日
本
人
一
般
に
お
い
て
も
同

様
で
あ
っ
た
と
、
そ
の
感
を
深
く
し
た
の
だ
が
、
李
焚
娘
さ
ん
な

ど
は
、
そ
の
こ
と
を
て
い
ね
い
に
指
摘
し
て
い
る
。
例
え
ば
、
こ

の
こ
ろ
、
国
会
に
お
い
て
は
、
共
産
党
を
除
く
す
べ
て
の
政
党
が
、

進
歩
党
議
員
の
排
外
演
説
を
支
持
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

笹
本
征
男
さ
ん
は
、
こ
の
よ
う
な
根
深
い
排
外
主
義
を
支
え
る

土
壌
に
、
日
本
人
の
朝
鮮
人
に
対
す
る
「
沈
黙
」
と
い
う
こ
と
を

指
摘
し
て
い
る
。
「
私
的
な
ノ
ー
ト
」
で
、
伯
父
は
、
故
郷
の
発

電
所
工
事
に
お
け
る
朝
鮮
人
の
強
制
労
働
の
こ
と
に
つ
い
て
、
晩

年
に
な
っ
て
や
っ
と
口
を
開
い
た
と
紹
介
し
て
い
る
。
そ
し
て
、

や
は
り
同
郷
の
「
益
田
事
件
」
に
つ
い
て
は
、
い
ま
や
っ
と
「
沈

黙
」
が
破
ら
れ
つ
つ
あ
る
と
結
ん
で
い
る
。

そ
の
中
で
、
共
和
国
の
樹
立
を
慶
祝
す
る
行
事
が
全
国
各
地
で

開
か
れ
て
い
く
の
だ
が
、
そ
れ
は
、
そ
の
目
的
に
留
ま
る
も
の
で

は
な
か
っ
た
。
各
地
に
暮
ら
す
朝
鮮
人
の
団
結
と
相
互
扶
助
を
表

現
す
る
お
祭
り
で
あ
り
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
で
も
あ
っ
た
の
で
あ

る
。
そ
の
折
、
彼
ら
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
思
い
や
願
い
を
託
し
て
、

共
和
国
の
国
旗
を
掲
揚
し
よ
う
と
し
て
い
た
。

南
北
分
裂
国
家
の
成
立
、
な
か
ん
ず
く
共
和
国
の
樹
立
は
、
在

日
朝
鮮
人
に
絶
望
と
希
望
を
複
雑
に
も
た
ら
し
て
い
た
の
だ
が
、

こ
の
大
事
件
は
、
同
時
に
、
Ｇ
Ｈ
Ｑ
政
策
と
日
本
の
政
治
と
社
会

に
大
き
く
か
つ
急
激
な
変
更
を
も
た
ら
し
た
の
で
あ
る
。
本
誌
が

通
し
て
明
ら
か
に
し
て
い
る
が
、
そ
の
よ
う
な
流
動
的
で
輻
穣
し

た
国
家
間
状
況
の
中
で
、
在
日
朝
鮮
人
た
ち
は
、
各
地
に
国
旗
掲

揚
の
運
動
を
起
こ
し
て
い
っ
た
が
、
同
時
に
そ
れ
ら
は
次
々
に
弾

圧
さ
れ
て
い
っ
た
。
そ
の
中
で
、
彼
ら
の
「
生
活
と
教
育
」
は
さ

ま
ざ
ま
に
閉
じ
ら
れ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
本
誌
で
は
、
朝
連
活

動
、
党
活
動
に
従
事
す
る
者
た
ち
と
そ
の
家
族
に
対
す
る
監
視
、

管
理
の
様
子
が
リ
ア
ル
に
描
か
れ
て
い
る
。

私
は
、
本
誌
が
扱
っ
た
「
戦
後
直
後
」
は
た
っ
た
五
年
程
だ
っ

た
と
述
べ
た
が
、
こ
の
短
い
期
間
は
、
在
日
朝
鮮
人
の
生
活
と
展

望
が
急
激
に
暗
転
し
て
い
く
時
間
だ
っ
た
こ
と
に
改
め
て
気
づ
く
。

実
は
、
こ
の
時
代
は
、
日
本
の
植
民
地
支
配
か
ら
の
脱
出
を
果
た

し
た
と
思
っ
た
在
日
朝
鮮
人
が
、
南
北
分
裂
国
家
の
成
立
、
ア
メ

リ
カ
の
朝
鮮
半
島
と
日
本
に
対
す
る
認
識
と
政
策
の
変
更
、
そ
し

て
、
日
本
の
強
化
さ
れ
て
い
く
ア
メ
リ
カ
従
属
に
直
面
し
て
、
再
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ぴ
翻
弄
さ
れ
は
じ
め
る
と
き
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

私
は
、
在
日
朝
鮮
人
の
歴
史
を
被
害
的
、
受
苦
的
に
の
み
描
く

こ
と
に
熱
心
な
の
で
は
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
て
、
こ
の
よ
う
な

国
家
間
諸
状
況
の
急
激
な
変
化
の
中
で
、
日
本
人
の
朝
鮮
人
差
別
、

そ
し
て
排
外
主
義
が
払
拭
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
温
存
、
強
化
さ
れ

て
い
っ
た
に
ち
が
い
な
い
と
い
う
問
題
意
識
に
戸
惑
う
の
で
あ
る
。

私
た
ち
の
課
題
は
、
状
況
の
リ
ア
ル
な
理
解
と
、
そ
の
状
況
下
で

変
わ
る
こ
と
な
く
底
深
く
浮
遊
す
る
日
本
人
の
差
別
意
識
の
捉
え

直
し
に
あ
る
。

こ
の
こ
と
を
確
認
し
て
、
（
笹
本
さ
ん
が
指
摘
す
る
）
日
本
人

の
朝
鮮
人
に
対
す
る
「
沈
黙
」
と
い
う
こ
と
に
こ
だ
わ
り
た
い
の

だ
が
、
私
た
ち
は
、
こ
の
「
沈
黙
」
を
破
る
回
路
を
、
当
時
「
生

活
と
教
育
」
の
改
善
、
改
革
を
願
い
つ
つ
も
、
思
う
よ
う
に
い
か

な
い
ま
ま
、
そ
れ
で
も
闘
っ
た
、
朝
連
や
日
本
共
産
党
の
活
動
に

従
事
し
た
在
日
朝
鮮
人
や
日
本
人
の
皆
さ
ん
か
ら
「
聞
き
取
り
」

す
る
こ
と
に
、
ま
ず
は
求
め
た
。

こ
こ
で
は
、
「
聞
き
取
り
」
か
ら
う
か
が
え
る
、
当
時
の
人
び

と
の
暮
ら
し
と
思
い
の
一
端
を
短
く
描
く
こ
と
で
考
え
た
い
。

金
興
坤
さ
ん
と
夫
人
、
鄭
達
先
さ
ん
の
話
か
ら
拾
う
が
、
仙
台

の
慶
祝
運
動
会
の
前
日
、
金
さ
ん
は
、
そ
の
準
備
で
走
り
回
っ
て

い
た
。
鄭
さ
ん
は
、
翌
日
の
お
弁
当
の
材
料
を
買
い
に
外
出
し
て

い
た
。
そ
の
時
間
帯
、
一
家
の
住
む
中
江
朝
鮮
寮
は
全
焼
し
て
し

ま
っ
た
が
、
子
ど
も
た
ち
も
飼
っ
て
い
た
ブ
タ
ど
も
も
無
事
だ
っ

た
。
翌
日
、
鄭
さ
ん
は
、
夫
を
先
に
送
っ
た
後
、
お
腹
の
赤
ち
ゃ

ん
も
含
め
て
、
四
人
の
子
ど
も
た
ち
と
一
緒
に
運
動
会
に
参
加
し

て
い
る
。
そ
し
て
、
「
国
旗
掲
揚
事
件
」
を
目
撃
し
て
い
る
。

こ
の
あ
と
、
金
さ
ん
は
、
政
治
活
動
の
弾
圧
の
中
で
、
強
制
送

還
の
対
象
に
な
り
つ
つ
九
州
の
収
容
所
に
入
れ
ら
れ
る
の
だ
が
、

鄭
さ
ん
は
、
子
ど
も
た
ち
と
一
緒
に
東
京
駅
ま
で
見
送
っ
て
い
る
。

東
京
ま
で
の
車
中
、
官
憲
に
「
子
ど
も
の
教
育
上
良
く
な
い
」
と

抗
議
し
な
が
ら
、
夫
か
ら
手
錠
を
は
ず
さ
せ
て
い
る
。
そ
し
て
、

子
ど
も
た
ち
に
は
「
ア
ボ
ジ
は
祖
国
の
為
に
働
い
て
い
る
の
よ
」

と
諭
し
た
。
鄭
さ
ん
は
、
こ
の
と
き
も
、
抗
議
し
嘆
願
し
、
日
本

の
役
人
や
ア
メ
リ
カ
の
軍
人
の
気
持
ち
を
動
か
し
な
が
ら
、
間
も

な
い
釈
放
を
勝
ち
取
っ
て
い
る
。
そ
れ
で
も
、
い
や
、
そ
れ
ゆ
え
、

金
さ
ん
も
鄭
さ
ん
も
、
「
日
本
人
に
も
い
い
人
も
い
た
し
、
米
軍

に
も
一
人
や
二
人
は
…
…
」
と
重
ね
て
述
べ
て
、
日
本
人
、
ア
メ

リ
カ
人
そ
れ
ぞ
れ
を
一
括
し
て
敵
視
す
る
傾
向
を
自
他
に
諌
め
て

い
る
。
金
さ
ん
は
、
間
も
な
く
亡
く
な
る
こ
と
に
な
る
病
床
に
お

け
る
「
聞
き
取
り
」
で
、
「
そ
ん
な
時
代
で
も
、
人
間
は
平
等
と

痛
切
に
感
じ
て
い
た
」
と
元
気
の
出
る
証
言
を
し
て
い
る
。

金
さ
ん
は
、
妻
、
鄭
さ
ん
の
こ
の
よ
う
な
大
変
な
辛
苦
の
体
験

に
感
謝
す
る
述
懐
を
し
て
い
る
が
、
鄭
さ
ん
は
、
「
国
旗
掲
揚
事

件
」
を
夫
婦
の
絆
を
引
き
裂
い
た
も
の
と
し
て
忘
れ
難
い
と
語
っ

て
い
る
。
も
う
一
つ
、
鄭
さ
ん
は
、
「
子
ど
も
た
ち
は
南
北
を
問

わ
ず
に
遊
ぶ
」
と
述
べ
て
い
る
。
民
族
団
結
と
統
一
国
家
の
希
求
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私
は
、
「
国
旗
掲
揚
事
件
」
の
証
人
た
ち
か
ら
、
こ
ん
な
こ
と

を
考
え
て
き
た
の
だ
が
、
本
誌
で
い
ま
だ
論
じ
ら
れ
て
い
な
い
、

気
に
な
る
事
態
に
つ
い
て
触
れ
て
お
き
た
い
。
そ
れ
は
、
仙
台
に

お
け
る
「
国
旗
掲
揚
事
件
」
で
「
一
人
の
黒
人
が
一
発
発
射
し
た
」

と
い
う
米
軍
及
び
日
本
警
察
の
公
式
見
解
、
マ
ス
コ
ミ
発
表
で
あ

る
。
と
こ
ろ
が
、
遠
藤
忠
夫
さ
ん
も
高
橋
さ
ん
も
、
「
Ｍ
Ｐ
も
日

本
の
警
察
も
」
合
わ
せ
て
「
一
○
発
く
ら
い
」
水
平
射
撃
し
て
い

る
と
証
言
し
て
い
る
。
と
す
る
と
、
米
軍
の
中
枢
（
白
人
）
や
日

本
の
警
察
が
自
己
防
衛
的
に
責
任
回
避
す
る
た
め
に
、
一
人
の
黒

人
を
ス
ヶ
ー
プ
ゴ
ー
ト
的
に
利
用
し
た
と
解
釈
す
る
余
地
も
残
る
。

当
時
の
裁
判
資
料
も
そ
の
後
の
春
宮
城
県
労
働
史
」
も
、
訂
正
さ

れ
ず
に
、
そ
の
ま
ま
の
よ
う
で
あ
る
が
、
こ
の
際
、
私
は
、
ア
メ

リ
カ
に
お
け
る
黒
人
差
別
と
日
本
に
お
け
る
朝
鮮
人
差
別
が
、
黒

人
が
加
害
者
側
、
朝
鮮
人
が
被
害
者
側
と
い
う
関
係
に
お
い
て
、

交
叉
し
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
お
き
た
い
。

笹
本
さ
ん
は
、
「
益
田
事
件
」
の
前
後
の
在
日
朝
鮮
人
の
歴
史

が
語
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
こ
と
と
、
こ
の
事
件
に
関
す
る
町
民
や

市
民
の
記
録
が
な
い
こ
と
の
二
つ
を
指
摘
し
て
い
る
。
前
後
の
文

脈
を
切
り
離
し
て
、
官
憲
側
、
行
政
側
の
記
録
だ
け
で
「
事
件
」

が
語
ら
れ
る
と
す
れ
ば
、
在
日
朝
鮮
人
に
関
わ
る
「
事
件
」
は
、

は
、
こ
の
よ
う
な
夫
婦
、
親
子
、
そ
し
て
子
ど
も
同
士
の
生
活
や

関
係
の
反
映
で
あ
る
し
、
こ
の
よ
う
な
日
常
の
暮
ら
し
に
リ
ア
ル

に
凝
縮
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

私
は
、
「
戦
後
直
後
」
を
ま
っ
た
く
体
験
し
て
い
な
い
、
若
い

教
育
者
で
も
あ
る
瀬
上
幸
恵
さ
ん
が
、
姜
海
洙
さ
ん
た
ち
が
「
私

た
ち
の
学
校
」
を
な
ん
と
か
つ
く
り
出
し
て
い
く
過
程
を
、
姜
さ

ん
自
ら
語
っ
て
い
く
の
に
食
い
入
っ
て
い
る
様
子
を
印
象
深
く
思

い
描
く
こ
と
が
出
来
た
。

孫
文
奎
先
生
が
、
在
日
朝
鮮
人
一
世
た
ち
に
よ
る
「
国
旗
掲
揚

闘
争
」
の
願
い
と
経
過
を
、
後
に
続
く
者
の
立
場
か
ら
、
資
料
を

駆
使
し
て
語
り
な
が
ら
、
朝
連
の
運
動
は
南
北
朝
鮮
の
人
民
の
政

権
を
支
持
す
る
運
動
だ
っ
た
し
、
南
朝
鮮
が
そ
の
よ
う
に
評
価
し

な
い
こ
と
は
不
当
で
あ
る
と
結
論
し
て
い
く
思
想
的
、
政
治
的
決

断
に
、
学
問
、
思
想
、
政
治
の
は
ざ
ま
に
あ
る
テ
ー
マ
に
取
り
組

む
誠
実
な
姿
を
か
い
ま
見
る
思
い
が
し
て
、
そ
の
と
ら
え
方
に
同

意
す
る
か
ど
う
か
は
別
に
、
私
は
、
先
生
の
南
北
統
一
へ
の
熱
い

思
い
に
呼
応
し
つ
つ
感
動
し
た
。
朝
鮮
大
学
校
教
員
と
い
う
お
立

性
々
に
し
て
、
「
朝
鮮
人
Ⅱ
危
険
な
存
在
」
の
し
わ
ざ
と
し
て
一

方
的
に
語
ら
れ
て
し
ま
う
し
、
事
実
つ
い
最
近
ま
で
そ
う
語
ら
れ

て
き
た
。
そ
の
よ
う
な
流
布
さ
れ
た
言
説
（
偏
見
）
を
底
支
え
す

る
の
が
、
普
段
に
暮
ら
す
日
本
人
（
「
町
民
」
「
市
民
」
）
の
「
沈

黙
」
と
そ
こ
で
の
「
流
言
」
で
あ
る
に
ち
が
い
な
い
と
、
改
め
て

気
づ
く
の
だ
。
と
同
時
に
二
○
○
○
年
に
な
っ
て
、
益
田
市
は
や

っ
と
そ
の
事
実
を
と
ら
え
直
し
て
、
当
時
の
町
の
責
任
を
認
め
た

こ
と
は
、
こ
の
際
、
私
た
ち
も
銘
記
し
て
お
か
な
く
て
は
な
ら
な

い
。

‐“
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1945年10月15日、結成されたばかりの在日朝鮮人連盟が「星条旗」と「太極旗」を掲揚しなが
ら、占領軍総司令部(GHQ)の第一生命ビル本部（東京・日比谷）前で政治犯の釈放を祝った。
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私
は
、
高
橋
さ
ん
が
「
国
旗
掲
揚
事
件
」
に
つ
い
て
語
り
終
え

た
と
き
の
感
慨
の
言
葉
を
思
い
出
し
て
い
る
。
高
橋
さ
ん
は
、
ほ

っ
と
胸
を
な
で
下
ろ
す
感
じ
で
「
本
当
、
本
当
、
思
い
出
し
た
く

な
か
っ
た
」
と
ぽ
そ
り
と
言
わ
れ
た
の
で
あ
る
。
高
橋
さ
ん
は
、

当
時
、
賦
罪
意
識
か
ら
の
政
治
活
動
と
折
々
の
党
の
方
針
の
は
ざ

ま
で
格
闘
さ
れ
た
よ
う
だ
が
、
こ
の
た
び
の
「
聞
き
取
り
」
は
、

そ
の
こ
と
を
ま
ざ
ま
ざ
と
思
い
起
こ
さ
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

「
沈
黙
」
を
破
り
あ
う
苦
闘
が
、
こ
ん
な
と
き
に
も
体
験
さ
れ
て

い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
と
同
時
に
、
「
聞
き
取
り
」
す
る
側
が

場
の
孫
先
生
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
国
籍
や
立
場
に
あ
る
私
た
ち
研
究

会
メ
ン
バ
ー
の
前
で
お
話
し
く
だ
さ
っ
た
の
だ
が
、
こ
の
た
び
、

そ
の
内
容
を
短
縮
し
た
形
で
本
誌
に
掲
載
す
る
こ
と
を
ご
快
諾
く

だ
さ
っ
た
こ
と
に
感
謝
を
禁
じ
え
な
い
。

主
人
に
な
っ
て
、
さ
れ
る
側
を
従
わ
せ
る
と
い
う
方
法
論
上
の
倫

理
的
・
道
義
的
課
題
が
こ
こ
に
あ
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
研

究
・
教
育
を
業
と
す
る
私
た
ち
の
も
う
一
つ
の
問
題
で
あ
る
。

高
橋
さ
ん
は
、
顛
罪
意
識
の
原
点
と
し
て
、
柳
少
年
と
の
交
流

の
日
々
を
描
い
て
い
る
が
、
彼
と
再
会
で
き
る
い
つ
か
の
日
が
、

高
橋
さ
ん
が
そ
の
意
識
か
ら
自
由
に
な
る
と
き
な
の
か
も
し
れ
な

い
と
思
っ
て
し
ま
っ
た
私
は
、
そ
の
日
の
来
る
こ
と
を
祈
ら
ざ
る

を
え
な
か
っ
た
。

本
誌
で
、
語
っ
て
下
さ
っ
た
皆
さ
ん
、
書
き
著
し
て
下
さ
っ
た

皆
さ
ん
、
本
当
に
有
り
難
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
そ
し
て
、
私
た
ち

の
怠
惰
の
ゆ
え
に
、
は
る
か
以
前
に
語
っ
て
下
さ
っ
て
い
た
皆
さ

ん
、
と
っ
く
に
ご
寄
稿
下
さ
っ
て
い
た
皆
さ
ん
に
は
、
か
く
ほ
ど

に
遅
れ
て
し
ま
っ
た
こ
と
を
心
か
ら
お
詫
び
し
ま
す
。
読
者
の
皆

さ
ん
の
ご
意
見
、
ご
感
想
を
お
待
ち
す
る
。

（
二
○
○
○
年
二
月
一
五
日
）
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