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工
学
博
士
。元
海
軍
造
船
中
将
。激
動

の
明
治
・
大
正
・
昭
和
初
期
に
掛
け

て
戦
艦「
扶
桑
」「
長
門
」、
巡
戦「
赤
城
」

や
潜
水
艦
な
ど
多
数
の
艦
船
の
設
計
、

建
造
に
当
た
る
。海
の
時
代
と
言
わ

れ
、
欧
米
の
先
進
国
に
肩
を
並
べ
よ
う

と
し
て
い
た
時
期
に
、
日
本
の
造
船
技

術
を
世
界
の
ト
ッ
プ
ク
ラ
ス
に
ま
で

高
め
、
日
本
造
船
の
あ
け
ぼ
の
の
時
代

を
切
り
開
い
た
人
物
で「
海
軍
造
船
の

至
宝
」と
言
わ
れ
た
。退
役
後
は
、九
州

帝
国
大
学
教
授
と
な
り
昭
和
十
年
、現

九
州
大
学
の
名
誉
教
授
と
な
る
。

野
中
季
雄

の

 

な

か

 

す

え

 

お

海
軍
造
船
の
至
宝
（
一
八
七
四
〜
一
九
五
九
）
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東
京
帝
国
大
学
で
造
船
を
学
ぶ

野
中
季す

え

雄お

は
、
熊
本
県
の
北
部
、
鹿
本
郡
岩
野
村
（
現
山
鹿
市
鹿
北
町
岩

野
）
で
明
治
七
年
（
一
八
七
四
）
に
、
野
中
格か

く

弥や

の
四
男
と
し
て
生
ま
れ
ま

し
た
。

季
雄
の
生
ま
れ
た
岩
野
村
は
、
山
鹿
市
鹿
北
町
岩
野
と
な
っ
た
今こ

ん
に
ち日

で
も
、

緑
豊
か
な
山
と
入
り
組
ん
だ
田
畑
が
見
ら
れ
る
典
型
的
な
山
間
の
農
村
で
す
。

一
番
近
い
海
で
あ
る
有
明
海
に
出
る
ま
で
直
線
距き

ょ
り離

で
二
十
六
キ
ロ
メ
ー
ト

ル
ほ
ど
あ
り
ま
す
。
鹿
北
に
は
菊
池
川
（
一
級
河
川
）
の
支
流
で
あ
る
岩
野

川
が
流
れ
て
い
て
、
休
日
に
は
魚
釣
り
に
訪お

と
ずれ

る
人
も
い
ま
す
。
こ
の
岩
野

川
は
鹿
北
の
人
々
に
と
っ
て
は
、
生
活
と
密み

っ
ち
ゃ
く着し

た
川
で
し
た
。

七
人
兄
弟
の
末ま

っ
し子

で
あ
っ
た
た
め
、
季
雄
と
名
づ
け
ら
れ
ま
し
た
。
生
ま

れ
た
家
は
地
元
で
は
裕
福
な
家
と
み
な
さ
れ
て
い
て
、
明
治
十
二
年
（
一
八

七
九
）
に
村
議
会
が
設
け
ら
れ
る
と
、
父
格
弥
は
副
議
長
に
推お

さ
れ
て
い
ま

し
た
。

季
雄
は
明
治
二
十
二
年
（
一
八
八
九
）
三
月
に
地
元
の
山
鹿
町
高
等
小
学

校
を
卒
業
し
ま
し
た
。
当
時
か
ら
算
数
が
得
意
だ
っ
た
そ
う
で
す
。

同
年
十
二
月
に
第
五
高
等
中
学
校
予よ

科か

に
進
み
、
明
治
二
十
九
年
（
一
八

九
六
）
六
月
に
、
第
五
高
等
学
校
（
現
在
の
熊
本
大
学
）
大
学
予
科
を
卒
業

し
ま
し
た
。
季
雄
は
、
そ
の
年
九
月
に
東
京
帝
国
大
学
（
現
在
の
東
京
大

学
）
工
科
大
学
造
船
学
科
に
入
学
し
ま
し
た
。

造
船
業
の
発
達
と
海
軍
へ
の
道

季
雄
が
海
軍
に
入
る
こ
と
に
な
っ
た
背
景
に
は
、
明
治
期
の
熊
本
の
知ち

識し
き

人じ
ん

層そ
う

の
「
海
を
活
用
し
た
国
家
発
展
」
の
発は

っ
そ
う想

が
あ
っ
た
た
め
で
は
な
い
か

と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
日
本
が
工
業
立
国
を
目め

指ざ

す
に
は
海
外
か
ら
原
材

料
を
輸
入
す
る
海
運
業
の
発
展
が
必
要
で
あ
り
、
ま
た
水
産
業
で
国
を
成
り

立
た
せ
る
に
し
て
も
、
造
船
業
の
発
達
が
必
要
と
考
え
て
い
ま
し
た
。

ま
た
、
海
軍
に
入
る
こ
と
は
、
家
族
構
成
の
上
か
ら
し
て
、
長
子
で
な
い

季
雄
に
と
っ
て
、
家
に
負
担
を
か
け
ず
（
こ
の
頃
、
家
業
が
傾か

た
むき

か
け
て
い

た
）
に
学
業
を
続
け
る
方
法
で
も
あ
り
ま
し
た
。

季
雄
は
翌
年
明
治
三
十
年
（
一
八
九
七
）
の
十
二
月
に
、
二
十
三
歳
で
数

少
な
い
海
軍
造
船
学
生
に
選
ば
れ
て
い
ま
す
。
明
治
国
家
の
人
材
育
成
政
策

の
中
で
、
お
そ
ら
く
若
き
季
雄
は
「
た
と
え
田い

な
か舎

の
四
男
坊
で
あ
っ
て
も
、

学
業
優
秀
な
ら
ば
国
家
が
生せ

い
け
い計

の
面め

ん
ど
う倒

を
み
て
く
れ
る
」
と
い
う
事
実
に
希

望
を
強
く
し
、
そ
し
て
海
軍
は
彼
の
希
望
を
充
分
に
満
た
し
て
く
れ
る
も
の

だ
っ
た
と
思
わ
れ
ま
す
。

当
時
の
社
会
に
あ
っ
て
軍
と
い
う
存
在
は
、
長
男
で
な
い
者
や
経
済
力
に

恵
ま
れ
な
い
階か

い
そ
う層

に
と
っ
て
、
社
会
階
層
を
上
昇
す
る
わ
ず
か
な
窓
口
で
も

あ
り
ま
し
た
。
お
そ
ら
く
季
雄
は
大
き
な
希
望
を
海
軍
の
将
来
に
見
、
自
ら

の
未
来
を
重
ね
た
こ
と
で
し
ょ
う
。
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造
船
技
術
で
世
界
一
の
国
を
め
ざ
し
て
！

明
治
か
ら
昭
和
に
か
け
て
の
時
代
は
、
日
本
が
欧お

う
べ
い米

の
先
進
国
に
肩
を
な

ら
べ
よ
う
と
努
力
し
た
時
期
で
し
た
。
特
に
産
業
の
分
野
で
、
工
業
面
で
立

ち
お
く
れ
を
克こ

く
ふ
く服

し
、
世
界
に
負
け
な
い
工
業
国
家
を
実
現
し
て
い
く
こ
と

は
国
家
的
な
課
題
で
し
た
。
ま
た
、
当
時
の
国
際
社
会
は
、
先
進
国
が
強
大

な
軍
事
力
を
背
景
に
他
国
に
対
す
る
優
位
を
保
ち
、
国
力
を
さ
ら
に
増
大
さ

せ
て
い
る
時
代
で
し
た
。
日
本
も
他
国
に
負
け
な
い
よ
う
、
軍
備
を
強
化
さ

せ
る
こ
と
が
「
強
い
国
」
に
な
る
た
め
に
大
き
な
課
題
で
し
た
。

季
雄
は
、
こ
の
よ
う
な
背
景
の
中
、
ま
だ
未
発
達
だ
っ
た
日
本
の
造
船
の

技
術
水
準
を
高
め
、
世
界
ト
ッ
プ
ク
ラ
ス
の
造
船
大
国
へ
と
成
長
さ
せ
、
戦せ

ん

艦か
ん

大や
ま
と和

な
ど
世
界
に
誇ほ

こ

る
巨
大
戦
艦
を
有
す
る
世
界
最
強
の
海
軍
を
実
現
す

る
基き

礎そ

を
固
め
た
技
官
と
し
て
、
戦
後
も
高
い
評
価
を
受
け
て
い
ま
す
。

太
平
洋
戦
争
の
頃
に
勇
姿
を
誇
っ
た
「
大
和
」
は
み
な
さ
ん
も
よ
く
知
っ

て
い
る
こ
と
で
し
ょ
う
。
当
時
の
日
本
の
海
軍
は
「
大
和
」
を
中
心
と
し
た

多
く
の
強
力
な
軍
艦
を
持
ち
、
そ
の
海
軍
力
に
よ
っ
て
、
太
平
洋
戦
線
で
は
、

超
大
国
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
を
相
手
に
戦
い
を
繰
り
広
げ
て
い
た
ほ
ど
で
し
た
。

現
役
を
退し

り
ぞく

ま
で
、
海
軍
の
軍
艦
建
造
を
指
揮
し
「
無
敵
の
連
合
艦
隊
」
を

築
く
こ
と
に
大
き
く
貢
献
し
た
の
で
す
。

季
雄
が
設
計
し
た
り
、
建
造
に
従
事
し
た
軍
艦
は
、
戦
艦
「
金こ

ん
ご
う剛

」
「
長な

が

門と

」
を
は
じ
め
、
巡
洋
艦
「
筑ち

く

摩ま

」
「
最も

上が
み

」
、
後
の
空
母
「
赤あ

か

城ぎ

」
な
ど
、

ま
さ
に
全ぜ

ん

盛せ
い

期き

の
海
軍
連
合
艦
隊
の
主
力
と
な
る
艦
船
ば
か
り
で
し
た
。

ドックで建造中の戦艦「金剛」

戦艦「長門」　全長  約225ｍ　はば  約35ｍ

し
か
し
、
日
本
が
軍
艦
を
自
国
で
建
造
で

き
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
明
治
時
代
も

終
わ
り
を
告
げ
よ
う
と
し
て
い
る
頃
で
し

た
。
そ
し
て
、
そ
の
日
本
の
造
船
の
あ
け

ぼ
の
の
時
代
を
切
り
開
い
た
の
が
、
当
時

ま
だ
三
十
代
の
若
き
季
雄
だ
っ
た
の
で
す
。

季
雄
は
、
二
十
二
才
の
時
に
第
五
高
等

学
校
（
現
在
の
熊
本
大
学
）
を
卒
業
後
、

東
京
帝
国
大
学
（
現
在
の
東
京
大
学
）
造

船
学
科
に
入
学
し
、
二
十
五
才
で
同
大
学

卒
業
後
す
ぐ
に
、
海
軍
の
造
船
官
と
な
り

ま
し
た
。
造
船
官
と
は
、
軍
艦
の
設
計
、

建
造
か
ら
運
用
・
修
理
ま
で
を
担に

な

う
技
士

で
す
。

横よ
こ

須す

賀か

海か
い
ぐ
ん
こ
う
し
ょ
う

軍
工
廠
で
中
心
と
な
っ
て
国

産
軍
艦
の
建
造
に
貢こ

う
け
ん献

し
ま
し
た
。
そ
こ

で
の
活
躍
が
認
め
ら
れ
る
と
、
造
船
の
最

先
進
国
イ
ギ
リ
ス
へ
留
学
し
、
最
先
端
の

造
船
技
術
や
理
論
を
学
ん
だ
り
実
習
し
た

の
で
す
。
こ
の
と
き
ま
だ
二
十
八
才
と
い

う
若
さ
で
し
た
。
こ
の
時
の
経
験
を
生
か

し
て
、
呉く

れ
か
い
ぐ
ん
こ
う
し
ょ
う

海
軍
工
廠
で
、
海
軍
造
船
中
将

（
軍
人
で
は
大
将
に
あ
た
る
最
高
の
位
）

に
ま
で
出
世
し
た
季
雄
は
、
四
十
九
才
で
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戦
後
の
日
本
の
造
船
業
の
発
達
を
夢
見
て

　
　

「
必
要
な
の
は
人
材
・
・
・
」

大
正
十
二
年
（
一
九
二
三
）
に
海
軍
を
退
官
後
、
季
雄
は
九
州
造
船
会
の

初
代
会
長
に
選
ば
れ
る
と
と
も
に
、
九
州
帝
国
大
学
（
現
九
州
大
学
）
の
教

授
に
も
任
ぜ
ら
れ
、
産
業
界
の
発
展
と
同
時
に
、
造
船
技
術
者
の
育
成
に
も

力
を
そ
そ
ぎ
ま
し
た
。

「
造
船
教
室
の
卒
業
生
を
九
十
一
人
送
り
出
し
・
・
・
」
と
回か

い
そ
う想

さ
れ
て

い
た
そ
う
で
す
。

卒
業
生
の
多
く
は
、
造
船
会
社
に
就
職
し
、
以
後
の
海
軍
の
発
展
の
大
き

な
力
と
な
り
ま
し
た
。
そ
し
て
、
敗
戦
後
は
、
平
和
で
民
主
的
な
日
本
の
復ふ

っ

興こ
う

と
成
長
を
、
経
済
面
か
ら
支さ

さ

え
た
の
が
造
船
業
界
で
し
た
。
言
う
ま
で
も

な
く
そ
の
担に

な

い
手
は
、
季
雄
が
育
て
た
技
術
者
た
ち
だ
っ
た
の
で
す
。

日
本
工
業
の
将
来
は
船
に
あ
る

第
一
次
世
界
大
戦
時
（
一
九
一
四
年
〜
一
九
一
八
年
）
、
日
本
の
貿
易
は

輸
出
が
多
く
景
気
が
よ
い
時
代
で
し
た
。
し
か
し
、
そ
の
後
日
本
の
貿
易
は
、

輸
出
よ
り
原
料
品
や
食
品
の
輸
入
が
多
く
な
り
、
貿
易
は
振ふ

る
わ
な
く
な
り

ま
し
た
。
昭
和
に
入
り
、
日
本
の
経
済
は
輸
出
不ふ

振し
ん

に
よ
り
不ふ

き
ょ
う況

に
お
ち
い

り
銀
行
や
多
く
の
企
業
が
倒
産
し
ま
し
た
。
ま
た
、
人
口
も
増
加
の
傾
向
に

あ
り
、
輸
入
が
さ
ら
に
多
く
な
っ
て
い
く
こ
と
は
避
け
ら
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。

こ
れ
に
よ
り
日
本
の
海
外
へ
の
支
払
い
は
増
え
て
い
く
一
方
で
し
た
。

資
源
の
乏と

ぼ

し
い
日
本
に
お
い
て
経
済
を
回
復
す
る
に
は
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
供

給
と
経
済
活
動
の
中
心
と
も
い
う
べ
き
造
船
で
あ
り
海
運
業
に
力
を
入
れ
る

こ
と
で
し
た
。

昭
和
四
年
（
一
九
二
九
）
七
月
六
日
に
九
州
帝
国
大
学
工
学
部
造
船
科
学

生
が
実
習
を
始
め
る
前
の
出
発
コ
ン
パ
で
季
雄
は　

次
の
よ
う
な
あ
い
さ
つ

を
し
ま
し
た
。

「
日
本
の
貿
易
の
支
払
い
を
減
ら
す
に
は
日
本
を
工
業
国
に
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
原
料
は
輸
入
す
る
が
製
品
を
た
く
さ
ん
輸
出
し
、
そ
の
運
賃
は
安

く
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
日
本
の
海
運
業
を
盛
ん
に
し
な
け
れ
ば

ちょっとコラム
● 野中氏は、造船の現場で、労働者を監督したり指示

する時に、自分自身が職工の実習をしたときの経験

が役立ったと回想しています。

実習中、慣れない作業で手を傷だらけにしている

とき、外国人の指導者から、「あなた方は幸せで

す。今、こんな経験をしていると、将来人を使う時

に、仕事に親しみが持て、よく注意が行きとどき、

人に仕事をさせるこつが自然と分かります。」とさ

とされたそうです。

野中氏はこの言葉に感心し、「外国の職場長たち

は、職工が休めば、自分が替わって職工以上に働け

る人たちばかりだった。」「私も（船を組み立て

る）仕事はどんな風にやるべきかがくわしく分かっ

て初めて、自信を持って人に仕事を命じられるよに

なった。やらせる仕事に自信が出た。」と後輩たち

に語っています。

貿易額の変動

（明治以降本邦主要経済統計）



5

近代の山鹿を
築いた人たちシリーズ
004

な
ら
な
い
。
そ
れ
に
は
船
の
優
秀
さ
は
も
ち
ろ
ん
多
く
の
数
が
条
件
に
な
る
。

す
な
わ
ち
日
本
の
造
船
業
の
発
達
が
必
然
で
あ
る
。
日
本
を
裕
福
に
さ
せ
る

に
は
こ
れ
し
か
な
い
の
で
あ
る
。

ま
た
、
日
本
は
世
界
第
一
位
の
水
産
国
で
あ
る
。
海
外
に
比
べ
る
と
漁
業

に
携た

ず
さわ

る
人
々
は
圧
倒
的
に
多
く
漁
船
も
比
べ
も
の
に
な
ら
な
い
く
ら
い
多

い
。
人
数
と
船
の
数
に
対
し
て
漁ぎ

ょ
か
く
り
ょ
う

獲
量
は
少
な
い
。
こ
れ
は
日
本
の
船
が
小

さ
い
か
ら
で
あ
る
。
も
し
船
を
大
き
く
す
れ
ば
人
は
増
や
さ
ず
に
漁
獲
高
を

も
っ
と
上
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

つ
ま
り
日
本
を
金
持
ち
の
国
に
す
る
た
め
に
は
造
船
業
を
盛
ん
に
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

ま
た
、
日
本
の
船
舶
の
量
は
世
界
第
三
位
で
あ
る
が
老ろ

う
き
ゅ
う
せ
ん

朽
船
が
非
常
に
多

い
。
だ
か
ら
今
後
新
し
い
船
を
つ
く
た
め
の
改
良
を
学
生
に
期
待
し
た
い
。」

こ
の
よ
う
に
、
季
雄
は
日
本
の
将
来
は
造
船
に
か
か
っ
て
い
る
と
考
え
て

い
ま
し
た
。

こ
の
あ
い
さ
つ
の
三
ヶ
月
後
の
こ
と
で
し
た
。
経
済
が
ふ
る
わ
な
い
状
態

の
日
本
に
追
い
打
ち
を
か
け
る
で
き
ご
と
が
起
こ
り
ま
し
た
。
一
九
二
九
年

十
月
に
ア
メ
リ
カ
で
起
こ
っ
た
恐き

ょ
う
こ
う慌で

し
た
。
こ
の
で
き
ご
と
は
す
ぐ
に
世

界
に
広
が
り
、
世
界
恐
慌
と
呼
ば
れ
ま
し
た
。
日
本
も
す
ぐ
そ
の
影
響
を
受

け
ま
し
た
。
資
源
の
乏
し
い
日
本
に
と
っ
て
は
も
は
や
海
外
に
目
を
向
け
る

し
か
な
く
、
軍
を
中
国
に
進
め
る
こ
と
と
な
っ
て
い
き
ま
し
た
。

季
雄
の
言
う
造
船
業
の
発
達
は
、
戦
争
に
も
生
か
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の

で
し
た
。

わ
ず
か
な
私
財
で
「
野
中
賞
」

　
　

〜
た
く
さ
れ
た
思
い
〜

敗
戦
と
と
も
に
海
軍
建
設
に
貢
献
し
た
季
雄
の
業
績
は
忘
れ
去
ら
れ
ま
し

た
。
戦
後
、
故
郷
の
岩
野
村
に
も
ど
り
、
つ
つ
ま
し
い
生
活
を
過
ご
し
な
が

昭和初期の日本の漁船

季雄が建造にたずさわった戦艦「長門」。巨大戦
艦の建造を可能にした造船の技術力が、戦後は世
界一の巨大タンカーの建造などを通して、海運を
支え貿易を盛んにし、高度な経済成長を成しとげ
る基礎となった。

ら
、
季
雄
は
故
郷
の
子

ど
も
た
ち
の
た
め
に

「
野
中
賞
」
を
設も

う

け
ま

し
た
。
人
材
育
成
に
か

け
る
季
雄
の
思
い
は
死

ぬ
ま
で
変
わ
ら
な
か
っ

た
こ
と
の
証あ

か
しで

は
な
い

で
し
ょ
う
か
。

季
雄
は
、
亡
く
な
る

ま
で
自
分
の
業
績
を
誇ほ

こ

る
こ
と
も
な
く
ひ
っ
そ

り
と
余よ

生せ
い

を
過
ご
し
た

そ
う
で
す
が
、
季
雄
の

業
績
の
大
き
さ
は
、
決
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し
て
忘
れ
去
ら
れ
た
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
現
在
も
九
州
大
学
海
洋
シ

ス
テ
ム
工
学
部
で
は
、
四
年
間
の
成
績
が
最
も
優
秀
だ
っ
た
学
生
一
人
を
、

「
野
中
賞
」
と
し
て
表
彰
す
る
制
度
が
継
続
さ
れ
て
い
る
そ
う
で
す
。

季
雄
の
志
は
今
も
受
け
継
が
れ
て
い
る
の
で
す
。

数
々
の
勲く

ん
し
ょ
う章

を
も
ら
う

季
雄
は
、
六
十
歳
の
時
に
九
州
帝
国
大
学
の
教
授
を
や
め
ま
し
た
。
昭
和

九
年
（
一
九
三
四
）
そ
の
同
じ
年
に
、
季
雄
は
そ
の
業
績
を
認
め
ら
れ
て
、

天
皇
陛
下
よ
り
勲く

ん

一
等
瑞ず

い
ほ
う
し
ょ
う

宝
章
を
も
ら
っ
て
い
ま
す
。
彼
が
も
ら
っ
た
数
々

の
勲
章
は
、
現
在
出
身
校
で
あ
る
岩
野
小
学
校
の
校
長
室
に
飾か

ざ

ら
れ
て
い
ま

す
。昭

和
二
十
年
（
一
九
四
五
）
、
日
本
の
敗
戦
に
よ
っ
て
、
季
雄
の
業
績
は

夢
の
よ
う
に
消
え
て
し
ま
い
ま
し
た
。
当
時
、
彼
は
福
岡
市
に
住
ん
で
い
た

の
で
す
が
、
連
合
国
軍
（
日
本
と
戦
争
を
し
た
相
手
）
に
よ
っ
て
、
住
ま
い

を
取
り
上
げ
ら
れ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
そ
れ
は
、
戦
争
の
た
め
の
戦
艦
を
設

計
す
る
仕
事
を
し
て
い
た
か
ら
で
す
。

故
郷
の
子
ど
も
た
ち
の
た
め
に

そ
の
後
、
季
雄
は
岩
野
に
戻
り
、
親
せ
き
の
家
に
身
を
よ
せ
た
り
し
て
暮

ら
し
た
そ
う
で
す
。
故
郷
に
戻
っ
た
季
雄
は
、
故
郷
の
子
ど
も
た
ち
の
教
育

に
力
を
注
ぎ
ま
し
た
。

自
分
の
財
産
を
使
っ
て
、
「
野
中
賞
」
と
し
て
、
勉
強
を
が
ん
ば
る
子
ど

勲一等賞状

勲一等勲章
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晩
年
を
妻
と
共
に
静
か
に
過
ご
す

季
雄
に
は
四
人
の
子
ど
も
が
い
ま
し
た
。
し
か
し
、
長
女
は
五
歳
で
、
次

男
は
二
歳
で
死
去
し
、
次
女
も
わ
ず
か
一
歳
で
死
去
し
た
そ
う
で
す
。
最
後

に
残
っ
た
長
男
の
重
弥
も
四
十
一
歳
で
病
気
で
亡
く
な
り
ま
し
た
。
長
男
の

重
弥
に
は
子
ど
も
が
い
な
か
っ
た
た
め
、
季
雄
の
晩
年
は
妻
と
共
に
静
か
な

生
活
で
あ
っ
た
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
妻
と
共
に
菜
園
を
耕
し
、
季
節
の
野

菜
を
栽
培
し
て
い
ま
し
た
。
近
所
の
知
人
の
訪
問
を
喜
び
、
い
ろ
い
ろ
な
話

を
す
る
の
が
楽
し
み
だ
っ
た
そ
う
で
す
。

そ
ん
な
季
雄
も
昭
和
三
十
四
年
（
一
九
五
九
）
数
え
年
八
十
六
歳
で
死
去

し
ま
し
た
。
彼
の
石
灯と

う
ろ
う籠

は
現
在
も
岩
野
の
中
津
川
に
あ
り
ま
す
。

昭和54年奥様を迎えて

戦後数年間の寄付をもとに
「野中賞」が設けられる

墓
石
（
右
）
と
天
皇
陛
下
の
ご
下か

賜し

金き
ん

で
建
て
ら
れ
た
石
の
灯
籠
（
左
）

も
た
ち
を
賞
す
る
活
動
を
続
け
ま
し
た
。

賞
品
と
い
っ
て
も
、
敗
戦
後
の
混
乱
し
た
時
代
で
す
。
ペ
ン
と
か
鉛
筆
と

い
っ
た
も
の
だ
っ
た
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

こ
の
賞
は
、
彼
の
死
後
も
妻
に
よ
っ
て
、
引
き
継
が
れ
て
い
た
そ
う
で
す
。
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鹿
市
で
は
「
人
づ
く
り
」
を
大
き
な
理
念
・
目
標

と
し
て
行
政
に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。

そ
の
よ
う
な
中
、
教
育
委
員
会
で
は
「
近
代
の
山
鹿

を
築
い
た
人
た
ち
」
と
題
し
て
、
ふ
る
さ
と
山
鹿
の
今

日
を
築
い
た
偉
人
を
、
子
ど
も
か
ら
お
年
寄
り
ま
で
広

く
市
民
の
方
々
に
紹
介
し
、
顕
彰
で
き
る
冊
子
を
発
行

し
よ
う
と
考
え
ま
し
た
。
特
に
未
来
を
担
う
子
ど
も
た

ち
に
、
ふ
る
さ
と
山
鹿
に
は
こ
ん
な
に
立
派
な
先
輩
が

い
た
と
言
う
こ
と
を
知
っ
て
も
ら
い
、
郷
土
を
誇
り
に

思
い
、
将
来
に
夢
と
希
望
を
持
っ
て
も
ら
い
た
い
。
こ

の
よ
う
な
願
い
を
込
め
て
発
行
し
た
も
の
で
す
。
な
お
、

編
集
に
当
た
っ
て
は
、
各
学
校
の
先
生
方
に
献
身
的
に

ご
協
力
を
い
た
だ
き
心
か
ら
感
謝
致
し
ま
す
。

あ
と
が
き

あ
と
が
き

山
鹿
市
教
育
長　

田　

中　
　

宏

山
鹿
市
教
育
長　

田　

中　
　

宏
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一
八
七
四
年 

▼

（
明
治
七
年
）

一
八
九
六
年 

▼

（
明
治
二
九
年
）

一
八
九
七
年 

▼

（
明
治
三
〇
年
）

一
八
九
九
年 

▼

（
明
治
三
二
年
）

一
九
〇
二
年 

▼

（
明
治
三
五
年
）

一
九
〇
五
年 

▼

（
明
治
三
八
年
）

一
九
〇
七
年 

▼

（
明
治
四
〇
年
）

一
九
〇
八
年 

▼

（
明
治
四
一
年
）

一
九
〇
九
年 

▼

（
明
治
四
二
年
）

一
九
一
〇
年 

▼

（
明
治
四
三
年
）

一
九
一
三
年 

▼

（
大
正
二
年
）

一
九
一
四
年 

▼

（
大
正
三
年
）

一
九
一
九
年 

▼

（
大
正
八
年
）

一
九
二
三
年 

▼

（
大
正
一
二
年
）

一
九
二
四
年 

▼

（
大
正
一
三
年
）

一
九
三
四
年 

▼

（
昭
和
九
年
）

一
九
三
五
年 

▼

（
昭
和
一
〇
年
）

一
九
五
九
年 

▼

（
昭
和
三
四
年
）

熊
本
県
鹿
本
郡
岩
野
村
（
現
山
鹿
市
鹿
北
町
岩

野
）
に
て
、
野
中
格
弥
の
四
男
と
し
て
出
生
。

第
五
高
等
学
校
大
学
予
科
を
卒
業
し
、
東
京
帝

国
大
学
工
科
大
学
造
船
学
科
に
入
学

海
軍
造
船
学
生
を
命
ぜ
ら
る
。

東
京
帝
国
大
学
を
卒
業
し
、
横
須
賀
海
軍
造
船

廠
造
船
科
主
幹
と
な
る
。

イ
ギ
リ
ス
駐
在
。
グ
リ
ニ
ッ
ジ
海
軍
大
学
造
船

学
科
を
卒
業

イ
ギ
リ
ス
か
ら
帰
国
し
、
艦
政
本
部
に
出
仕
。

海
軍
艦
政
本
部
部
員
に
補
せ
ら
れ
、
海
軍
造
船

少
監
と
な
る
。

艦
政
本
部
部
員
を
免
ぜ
ら
れ
、
第
一
艦
隊
附
と

な
る
。

横
須
賀
海
軍
工
廠
造
船
部
員
に
補
せ
ら
れ
る
。

艦
政
本
部
勤
務
中
に
、
戦
艦
「
安
芸
」「
薩
摩
」

「
河
内
」「
摂
津
」、
そ
し
て
巡
洋
戦
艦
「
伊
吹
」

「
鞍
馬
」、ま
た
軽
巡
洋
艦
「
平
戸
」「
矢
矧
」「
淀
」

「
筑
摩
」「
最
上
」の
他
、駆
逐
艦「
海
風
」「
山
風
」

な
ど
諸
艦
の
計
画
に
従
事
す
る
。

造
船
監
督
官
に
補
せ
ら
れ
て
イ
ギ
リ
ス
に
出
張
。

イ
ギ
リ
ス
出
張
中
は
、主
と
し
て
巡
洋
戦
艦
「
金

剛
」
の
建
造
監
督
に
従
事
。
海
軍
造
船
中
監
に

任
ぜ
ら
る
。

帰
国
後
、
艦
政
本
部
に
出
仕
し
海
軍
大
学
校
教

官
も
兼
務
。
当
艦
政
本
部
勤
務
中
に
、巡
戦
「
榛

名
」「
霧
島
」
の
儀
装
な
ら
び
に
駆
逐
艦
の
計

画
に
従
事
。

海
軍
造
船
大
監
に
進
み
、
呉
海
軍
工
廠
造
船
部

長
（
第
三
代
）
に
補
せ
ら
る
。

欧
米
各
国
へ
出
張
。
第
一
次
大
戦
中
の
ド
イ
ツ

海
軍
に
お
け
る
潜
水
艦
の
計
画
や
建
造
に
つ
い

て
調
査
や
、
イ
ギ
リ
ス
、
フ
ラ
ン
ス
、
イ
タ
リ
ア
、

ア
メ
リ
カ
諸
国
の
官
製
、
私
立
の
造
船
所
を
視

察
。
帰
国
後
、工
学
博
士
の
学
位
を
授
け
ら
れ
る
。

海
軍
造
船
少
将
。
戦
艦
「
扶
桑
」「
長
門
」、
巡

戦
「
赤
城
」（
後
空
母
に
改
装
）
駆
逐
艦
三
隻
、

潜
水
艦
十
三
隻
、
特
務
艦
三
隻
の
建
造
に
従
事
。

艦
政
本
部
に
出
仕
。
海
軍
造
船
中
将
と
な
り
、

予
備
役
を
仰
せ
付
け
ら
れ
る
。
満
四
十
九
歳
。

九
州
帝
国
大
学
教
授
に
任
ぜ
ら
れ
る
。「
九
州

造
船
会
（
現
西
部
造
船
会
）」
の
初
代
会
長
に

選
任
さ
れ
る
。

依
願
を
も
っ
て
九
州
帝
国
大
学
教
授
を
免
ぜ
ら

れ
た
。六
〇
歳
で
あ
っ
た
。勲
一
等
瑞
宝
章
受
章
。

九
州
帝
国
大
学
名
誉
教
授
の
名
称
を
授
け
ら
れ

る
。

十
月
、
熊
本
県
玉
名
郡
高
瀬
町
岩
崎
の
安
成
病

院
（
甥
の
安
成
朝
光
氏
が
営
ん
で
い
た
）
に
お

い
て
死
去
。
数
え
年
八
十
六
歳
。
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