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「
社
会
の
木ぼ

く
た
く鐸

」
を
追
求
し
た
人
生

　

金
属
の
活
字
を
使
用
す
る
印
刷
技
術
は
一
三
世
紀

の
中
国
に
登
場
し
、
日
本
に
は
一
四
世
紀
に
伝
来
し

て
い
ま
し
た
が
、文
字
が
多
種
多
様
で
あ
る
た
め
広
範

に
使
用
さ
れ
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
し
か

し
、
明
治
時
代
に
な
る
と
海
外
の
先
進
諸
国
の
技
術

が
一
気
に
流
入
す
る
よ
う
に
な
り
、
そ
れ
を
使
用
し

て
印
刷
し
た
新
聞
や
雑
誌
が
急
速
に
登
場
し
は
じ
め
、

一
八
七
一（
明
治
三
）年
に
は
日
本
で
最
初
の
日
刊
新

聞『
横
濱
毎
日
新
聞
』が
発
刊
さ
れ
て
い
ま
す
（
図
１
）。

　

最
近
は
あ
ま
り
使
用
さ
れ
ま
せ
ん
が
、「
社
会
の

木
鐸
」
と
い
う
言
葉
が
あ
り
ま
す
。
木
鐸
は
古
代
の

中
国
で
社
会
に
法
令
な
ど
を
伝
達
す
る
と
き
に
注
意

を
喚
起
す
る
た
め
に
使
用
さ
れ
た
木
製
の
道
具
で
す

が
、
そ
こ
か
ら
新
聞
や
放
送
な
ど
社
会
に
事
実
を
伝

達
す
る
手
段
を
表
現
す
る
言
葉
に
な
っ
て
い
ま
す
。

【
連
載
】『
凛
々
た
る
人
生
』

   　
　
　

   

─ 

志
を
貫
い
た
先
人
の
姿 

─

東
京
大
学
名
誉
教
授　

月
尾
嘉
男

［
第
十
三
回
］
新
聞
の
使
命
を
貫
徹
し
た  

桐
生
悠ゆ

う
ゆ
う々

し
か
し
、
政
府
や
企
業
に
と
っ
て
報
道
さ
れ
た
く
な

い
情
報
を
伝で

ん

播ぱ

さ
れ
る
の
は
迷
惑
な
こ
と
な
の
で
、

そ
の
本
来
の
使
命
を
遂
行
す
る
の
に
は
正
義
の
意
識

と
勇
気
が
必
要
な
場
合
も
あ
り
ま
す
。

　

そ
の
側
面
を
強
調
し
て
、
行
政
・
立
法
・
司
法
と

と
も
に
新
聞
は
「
第
四
の
権
力
」、新
聞
記
者
は
「
無

冠
の
帝
王
」
と
表
現
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
そ

の
名
称
に
相ふ

さ
わ応
し
い
活
動
を
し
た
人
々
は
国
内
に
も

国
外
に
も
多
数
存
在
し
ま
す
が
、
そ
の
一
人
で
、
明

治
時
代
か
ら
戦
前
の
昭
和
時
代
に
か
け
て
、
政
府
や

軍
部
か
ら
の
様
々
な
圧
力
に
抵
抗
し
な
が
ら
も
、
自

身
の
意
見
を
新
聞
や
雑
誌
で
表
明
し
て
き
た
桐
生

悠
々
（
本
名
は
政
次
）
と
い
う
硬
骨
の
人
物
を
今
回

は
紹
介
し
ま
す
。

上
京
し
て
様
々
な
職
業
を
経
験

　

桐
生
は
一
八
七
三
（
明
治
六
）
年
に
石
川
県
金
沢

市
の
貧
乏
な
加
賀
藩
士
の
家
庭
の
三
男
と
し
て
誕
生

図１ 横濱毎日新聞

桐
生
悠
々
（1873-1941

）
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し
ま
す
。
一
八
九
九
（
明
治
三
二
）
年
に
卒
業
し
て

か
ら
東
京
府
商
工
課
に
就
職
し
ま
す
が
、
役
人
の
市

民
へ
の
高
慢
な
態
度
に
立
腹
し
て
退
職
し
、
以
後
、

保
険
会
社
、
出
版
会
社
、『
下
野
新
聞
』、『
大
阪
毎

日
新
聞
』、『
大
阪
朝
日
新
聞
』
な
ど
を
転
々
と
し
、

三
七
歳
に
な
っ
た
一
九
〇
七
（
明
治
四
〇
）
年
に
『
東

京
朝
日
新
聞
』
で
仕
事
を
す
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

権
威
に
抵
抗
し
て
異
論
を
表
明

　

筆
者
が
一
般
社
会
で
生
活
す
る
よ
う
に
な
っ
た
五

〇
年
以
上
前
に
は
乱
暴
な
取
材
を
す
る
新
聞
記
者
に

何
度
も
出
会
っ
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
が
、
桐
生
も
乱

暴
な
記
者
の
典
型
で
、『
大
阪
朝
日
新
聞
』
に
勤
務

し
て
い
た
時
代
に
、
大
正
天
皇
に
即
位
さ
れ
る
以
前

の
嘉よ

し
ひ
と仁
親
王
が
鹿
児
島
県
の
桜
島
の
対
岸
に
あ
る
島

津
別
邸
「
仙
厳
園
」（
図
４
）
に
行
啓
さ
れ
た
と
き

に
は
、
借
物
の
フ
ロ
ッ
ク
コ
ー
ト
を
着
用
し
て
随
行

の
役
人
の
よ
う
な
格
好
で
正
門
か
ら
堂
々
と
入
園
し
、

ス
ク
ー
プ
記
事
を
執
筆
し
た
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
。

　
『
東
京
朝
日
新
聞
』
で
も
気
負
っ
た
記
事
を
執
筆

し
ま
す
が
採
用
さ
れ
な
か
っ
た
た
め
、
上
司
の
渋
川

玄
耳
の
机
上
に
あ
っ
た
硯
箱
を
破
壊
し
て
し
ま
い
ま

し
た
。
立
派
な

上
司
の
渋
川
は

桐
生
に
自
分
の

意
見
を
自
由
に

執
筆
す
る
よ
う

に
指
導
し
た
の

で
、桐
生
は
「
べ

ら
ん
め
え
」
と

い
う
匿
名
の
時

評
で
様
々
な
社

会
問
題
に
つ
い

て
の
見
解
を
執

筆
し
た
と
こ
ろ

し
、
明
治
時
代
に
な
っ
て
金
沢
に
創
設
さ
れ
た
第

四
高
等
中
学
校
（
金
沢
大
学
の
前
身
）
に
入
学
し
ま

し
た
（
図
２
）。
や
は
り
加
賀
藩
士
の
三
男
に
誕
生

し
、
戦
前
を
代
表
す
る
作
家
と
し
て
『
足
迹
』『
縮

図
』
な
ど
の
小
説
で
有
名
に
な
る
徳
田
秋し

ゅ
う
せ
い聲

は
同
級

で
親
友
で
し
た

（
図
３
）。
一
八
九

一
（
明
治
二
四
）

年
に
徳
田
は
父
親

が
死
亡
し
た
た
め
、

中
途
退
学
し
て
翌

年
に
作
家
を
目
指

し
て
上
京
し
ま
す
。

　

桐
生
も
同
行

し
て
、
作
家
と

し
て
幸
田
露
伴
と

と
も
に
有
名
に
な

り
つ
つ
あ
っ
た
尾

崎
紅
葉
の
弟
子
に
し
て
ほ
し
い
と
二
人
で
訪
問
し
ま

す
。
紅
葉
は
不
在
で
あ
っ
た
た
め
徳
田
は
原
稿
を
郵

送
し
、
そ
の
ま
ま
東
京
に
滞
在
し
て
博
文
館
編
集
部

に
勤
務
し
て
い
ま
し
た
が
、
し
ば
ら
く
し
て
機
会
が

あ
っ
て
一
八
九
五
（
明
治
二
八
）
年
か
ら
紅
葉
の
弟

子
と
な
り
、
日
本
の
近
代
文
学
を
代
表
す
る
有
名
な

作
家
に
な
り
ま
し
た
。
し
か
し
桐
生
は
東
京
に
残
留

せ
ず
、
一
旦
、
金
沢
に
帰
郷
し
ま
し
た
。

　

三
年
が
経
過
し
た
一
八
九
五
（
明
治
二
八
）
年
に

再
度
上
京
し
、
今
度
は
帝
国
大
学
法
科
大
学
政
治
学

科
（
現
在
の
東
京
大
学
法
学
部
政
治
学
科
）
に
入
学

図
２ 

第
四
高
等
中
学
校

図
４ 

仙
巖
園
か
ら
桜
島
を
眺
望

図３  徳田秋聲（1872-1943）
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九
月
に
東
京
で
寺
内
内
閣
弾
劾
全
国
記
者
大
会
を
開

催
し
た
結
果
、
寺
内
内
閣
は
倒
閣
す
る
と
い
う
結
果

に
な
り
ま
し
た
。

　

し
か
し
政
治
を
混
乱
さ
せ
る
だ
け
で
は
な
い
と
こ

ろ
に
桐
生
の
特
徴
が
あ
り
ま
す
。
第
四
次
伊
藤
博
文

内
閣
の
逓て

い
し
ん信
大
臣
の
星
享と

お
るは
一
九
〇
〇（
明
治
三
三
）

年
に
東
京
市
会
の
汚
職
事
件
の
中
心
人
物
と
さ
れ
て

辞
任
し
ま
す
が
、
翌
年
、
暗
殺
さ
れ
ま
し
た
。
世
論

は
暗
殺
を
当
然
と
す
る
空
気
で
、
桐
生
が
在
籍
し
て

い
た
雑
誌
『
太
陽
』
も
犯
人
を
称
賛
す
る
記
事
を
掲

載
し
て
い
ま
し
た
。
し
か
し
桐
生
は
星
の
政
治
姿
勢

を
評
価
し
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
自
身
の
雑
誌
で

は
追
悼
の
文
章
を
掲
載
し
て
い
ま
す
。

名
古
屋
市
で
再
度
の
出
発

　

し
か
し
、
桐
生
も
自
由
に
記
事
を
執
筆
で
き
た
わ

け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
一
九
一
〇
（
明
治
四

三
）
年
か
ら
『
信
濃
毎
日
新
聞
』
の
主
筆
に
就
任
し

て
お
り
、
一
九
一
二
（
大
正
元
）
年
の
明
治
天
皇
の

大た
い
そ
う喪

の
時
刻
に
夫
妻
で
自
害
し
た
乃
木
希ま

れ
す
け典

陸
軍
大

将
を
批
判
す
る
社
説
「
陋ろ

う
し
ゅ
う習
打
破
論
─
乃
木
将
軍
の

殉
死
」
を
発
表
し
ま
し
た
が
、
問
題
が
発
生
し
ま
し

た
。『
信
濃
毎
日
新
聞
』
社
長
の
小
坂
順
造
は
政
友

会
所
属
の
国
会
議
員
で
あ
っ
た
た
め
意
見
が
対
立
し
、

結
局
、
桐
生
は
退
社
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

　

そ
こ
で『
新
愛
知
』新
聞（
図
６
）の
主
筆
と
し
て
名

古
屋
市
に
赴
任
し
、
社
説
や
記
事
を
執
筆
し
ま
す
が
、

論
調
は
以
前
と
変
化
す
る
こ
と
な
く
、
反
権
力
か
つ

反
政
友
会
で
し
た
。し
か
し
、名
古
屋
市
に
は
も
う
一

人
気
に
な
り
ま
し
た
。
一
九
一
〇
（
明
治
四
三
）
年

に
『
信
濃
毎
日
新
聞
』
に
移
動
し
て
主
筆
に
な
り
ま

す
が
、
こ
こ
で
も
事
件
を
発
生
さ
せ
ま
す
。

　

警
察
か
ら
出
頭
命
令
が
到
着
し
た
の
で
す
。
原
因

は
左
翼
思
想
を
表
明
し
て
い
た
幸
徳
秋
水
（
図
５
）

が
明
治
天
皇
の
暗
殺
計
画
に
関
与
し
た
一
二
名
の
一

人
と
し
て
一
九
一
一
（
明
治
四
四
）
年
に
死
刑
に
な

る
大
逆
事
件
で
す
。
こ
の
裁
判
の
報
道
は
禁
止
さ
れ

て
い
ま
し
た
が
、
桐
生
は
『
信
濃
毎
日
新
聞
』
で
批

判
し
て
い
た
た
め
、
警
察
が
桐
生
に
記
事
に
し
な
い

よ
う
命
令
す
る
目
的
で
し
た
。
し
か
し
、
こ
の
程
度

で
委
縮
す
る
桐
生
で
は
な
く
、
個
人
の
感
想
で
あ
れ

ば
問
題
な
い
だ
ろ
う
と
新
聞
に
執
筆
し
て
い
ま
し
た
。

　

さ
ら
に
『
信
濃
毎
日
新
聞
』
の
東
京
支
社
に
勤
務

し
て
い
た
時
代
に
は
、
夕
方
に
な
る
と
、
以
前
、
勤

務
し
て
い
た
東
京
朝
日
新
聞
社
を
訪
問
し
、
友
人
か

ら
最
新
の
情
報
を
仕
入
れ
、そ
の
内
容
を
電
話
で『
信

濃
毎
日
新
聞
』
に
送
信
し
て
い
ま
し
た
。
そ
の
た
め

同
紙
は
地
方
の
新
聞
で
は
他
社
に
先
駆
け
て
明
治
天

皇
の
崩
御
や
乃
木
大
将
の
殉
死
の
ニ
ュ
ー
ス
を
掲
載

し
て
い
ま
し
た
。
掟
破
り
で
す
が
、
あ
る
意
味
で
は

辣ら
つ
わ
ん腕
の
記
者
で
あ
っ
た
と
も
い
え
ま
す
。

　

同
様
の
問
題
は
一
九
一
八
（
大
正
七
）
年
に
も
発

生
し
ま
す
。
寺
内
正ま

さ
た
け毅

内
閣
が
八
月
に
シ
ベ
リ
ア
出

兵
を
宣
言
し
た
た
め
コ
メ
の
買
占
め
が
発
生
し
、
コ

メ
が
市
場
で
不
足
す
る
と
と
も
に
米
価
が
高
騰
す
る

事
態
に
な
り
ま
し
た
。
そ
こ
で
寺
内
内
閣
は
コ
メ
騒

動
の
報
道
を
禁
止
し
ま
す
が
、
桐
生
は
言
論
の
自
由

を
擁
護
す
る
た
め
内
閣
の
打
倒
を
主
張
し
、
さ
ら
に

図５  幸徳秋水（1871-1911）

図
６  

『
新
愛
知
』
新
聞
の
題
字
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あ
っ
さ
り
と
選
挙
活
動
を
中
止
す
る
と
い
う
淡
白
な

側
面
も
あ
り
ま
し
た
。

　

こ
の
落
選
に
よ
っ
て
浪
人
と
な
り
ま
す
が
、
一
九

二
八
（
昭
和
三
）
年
に
な
っ
て
、
再
度
、
古
巣
『
信

濃
毎
日
新
聞
』
の
主
筆
と
し
て
復
帰
し
ま
す
。
当
時

は
一
九
二
九
年
に
ア
メ
リ
カ
で
発
生
し
た
恐
慌
が
世

界
に
波
及
し
、
日
本
で
も
昭
和
恐
慌
が
発
生
し
た
騒

乱
の
時
期
で
し
た
。
そ
の
た
め
一
九
三
二（
昭
和
七
）

年
に
は
軍
部
の
青
年
将
校
が
決
起
す
る
五
・
一
五
事

件
、
一
九
三
六
（
昭
和
一
一
）
年
に
は
二
・
二
六
事

件
が
発
生
し
、
日
本
全
体
が
混
乱
の
社
会
に
突
入
し

て
い
く
状
況
で
し
た
。

　

そ
の
よ
う
な
時
期
の
一
九
三
三（
昭
和
八
）年
八
月

に
東
京
を
中
心
に
し
た
関
東
一
帯
で
関
東
地
方
防
空

大
演
習
が
実
施
さ
れ
ま
し
た
。桐
生
は『
信
濃
毎
日
新

聞
』の「
社
説
」
で「
関
東
防
空
大
演
習
を
嗤わ

ら

う
」と
い

う
意
見
を
発
表
し
ま
す
。
意
図
は
攻
撃
さ
れ
た
段
階

で
勝
負
は
決
定
し
て
お
り
、演
習
は
意
味
が
な
い
と
い

う
正
論
で
し
た
。
し
か
し
陸
軍
が
強
硬
に
反
撃
し
た

た
め
、『
信
濃
毎
日
新
聞
』の
不
買
運
動
が
発
生
し
た

結
果
、
桐
生
は
翌
月
に
退
社
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

引
退
し
た
桐
生
は
愛
知
県
守
山
町
で
「
名
古
屋
読

書
会
」
を
主
宰
し
、
Ｂ
・
ラ
ッ
セ
ル
、
Ｈ
・
Ｇ
・
ウ

ェ
ル
ズ
、
Ｐ
・
ヴ
ァ
レ
リ
ー
な
ど
の
原
書
を
抄
訳
し

て
会
誌
『
他
山
の
石
』
に
掲
載
し
、
会
員
の
勉
強
資

料
と
し
て
い
ま
し
た
。
し
か
し
、
日
米
の
開
戦
が
切

迫
し
て
き
た
一
九
四
一
（
昭
和
一
六
）
年
に
ガ
ン
が

悪
化
し
、
覚
悟
し
た
桐
生
は
『
他
山
の
石
』
廃
刊
を

決
意
し
、
最
終
号
に
は
日
本
の
敗
戦
を
明
確
に
予
言

し
た
言
葉
を
執
筆
し
ま
し
た
。
生
涯
、
権
力
に
抵
抗

し
た
見
事
な
人
生
で
し
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

紙
『
名
古
屋
新
聞
』
と
い
う
憲
政
会
系
の
新
聞
が
あ

っ
た
た
め
、
熾し

烈れ
つ

な
販
売
合
戦
に
な
り
、
主
張
を
明

確
に
し
た
記
事
で
購
読
者
数
の
増
加
を
画
策
し
ま
し

た
。
皮
肉
な
こ
と
に
両
紙
は
太
平
洋
戦
争
中
の
新
聞

統
合
政
策
に
よ
っ
て『
中
部
日
本
新
聞
』（
現
在
の『
中

日
新
聞
』）
と
な
り
、
現
在
ま
で
継
続
し
て
い
ま
す
。

　

し
か
し
『
新
愛
知
』
新
聞
で
は
主
筆
と
し
て
文
章

を
執
筆
す
る
だ
け
で
は
な
く
、
自
身
が
設
定
し
た
特

定
の
課
題
に
つ
い
て
記
事
や
社
説
を
集
中
し
て
掲
載

す
る
プ
レ
ス
・
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
を
実
施
し
ま
す
。
こ

れ
に
は
硬
軟
両
方
の
事
例
が
あ
り
ま
す
が
、
硬
派
で

は
前
述
し
た
コ
メ
騒
動
に
関
連
し
て
寺
内
内
閣
を
弾

劾
し
て
倒
閣
に
な
る
ま
で
追
求
し
た
事
件
が
一
例
で

す
が
、
軟
派
で
は
「
檜
山
事
件
」
と
名
付
け
ら
れ
る

地
元
の
女
子
学
校
の
内
部
問
題
を
徹
底
し
て
追
求
し

た
事
件
が
あ
り
ま
す
。

　

名
古
屋
市
に
名
古
屋
市
立
第
一
高
等
女
学
校
と
い

う
公
立
高
等
学
校
が
あ
り
、そ
こ
の
校
長
が
授
業
の
あ

る
白
昼
に
、校
内
の
教
室
で
女
性
教
員
と
密
会
し
て

い
る
こ
と
が
内
部
の
女
性
教
員
か
ら
密
告
さ
れ
る
と

い
う
事
件
が
発
生
し
ま
し
た
。
当
初
は
新
聞
も
黙
視

し
て
い
ま
し
た
が
、校
長
が
事
件
を
隠
蔽
す
る
た
め

に
密
告
し
た
女
性
教
員
や
支
援
す
る
教
員
を
辞
任
さ

せ
よ
う
と
し
た
た
め
、『
新
愛
知
』は
記
事
に
し
た
結
果
、

最
後
は
法
廷
闘
争
に
ま
で
発
展
し
て
し
ま
い
ま
し
た
。

さ
ら
な
る
波
乱
万
丈
の
晩
年

　

し
か
し
、
次
第
に
報
道
す
る
だ
け
で
は
物
足
り
な

い
と
い
う
気
持
ち
に
な
り
、
つ
い
に
桐
生
は
一
九
二

四
（
大
正
一
三
）
年
に
国
政
選
挙
で
名
古
屋
市
一
区

か
ら
出
馬
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
こ
れ
ま
で
紹
介

し
た
事
例
か
ら
も
推
測
で
き
る
よ
う
に
、
何
事
も
派

手
に
実
行
す
る
性
格
の
た
め
、
当
時
で
は
物
珍
し
い

オ
ー
ト
バ
イ
を
何
台
も
動
員
し
て
選
挙
運
動
を
し
ま

し
た
が
、
途
中
で
当
選
の
見
込
み
は
な
い
と
判
断
し
、

つ
き
お　

よ
し
お

一
九
四
二
年
生
ま
れ
。
東
京
大
学
工
学
部
卒
業
。
工
学
博
士
。
名
古

屋
大
学
教
授
、
東
京
大
学
教
授
、
総
務
省
総
務
審
議
官
な
ど
を
経
て

東
京
大
学
名
誉
教
授
。
専
門
は
通
信
政
策
、
仮
想
現
実
。

趣
味
は
カ
ヤ
ッ
ク
と
ク
ロ
ス
カ
ン
ト
リ
ー
ス
キ
ー
。

著
書
は
『
縮
小
文
明
の
展
望
』『
先
住
民
族
の
叡
智
』『
転
換
日
本
』

『
清
々
し
き
人
々
』『
凛
々
た
る
人
生
』『
爽
快
な
る
人
生
』
な
ど
多
数
。


