
暖
冬
と
思
わ
れ
て
い
た
２
０

２
４
年
。
青
年
部
に
呼
び
掛

け
て
墓
前
祭
に
行
く
計
画
を

立
て
24
日
に
幡
多
路
に
向
か

う
予
定
で
し
た
。
24
日
は
今

冬
最
強
の
寒
波
が
県
下
を
襲

来
、
車
で
の
日
帰
り
を
断
念

し
ま
し
た
。
墓
前
祭
に
何
度

か
出
か
け
て
い
ま
す
が
穏
や
か

な
晴
天
は
余
り
あ
り
ま
せ
ん
。

参
加
で
き
な
か
っ
た
事
で
改

め
て
幸
徳
秋
水
刑
死
を
考
え

て
み
る
機
会
と
な
り
ま
し
た
。

日
本
弁
護
士
会
・元
会
長
宇

都
宮
健
児
氏
の
大
逆
事
件
死

刑
執
行
１
０
０
年
の
慰
霊
祭

に
当
た
っ
て
の
会
長
談
話
を

読
ま
せ
て
も
ら
い
ま
し
た
。

事
件
経
過
は
１
９
１
０
年

（
明
治
43
年
）
、
明
治
天
皇
の

殺
害
を
計
画
し
た
と
し
て
幸

徳
秋
水
ら
26
名
が
刑
法
73
条

の
皇
室
危
害
罪
＝
大
逆
罪

（
昭
和
22
年
に
廃
止
）で
大
審

院
に
起
訴
さ
れ
ま
し
た
。
証

人
申
請
を
す
べ
て
却
下
し
た

上
、
わ
ず
か
１
か
月
ほ
ど
の
審

理
で
、
１
９
１
１
年（
明
治
44

年
）１
月
18
日
、
そ
の
う
ち
２

名
に
つ
い
て
は
単
に
爆
発
物

取
締
罰
則
違
反
罪
に
と
ど
ま

る
と
し
て
有
期
懲
役
刑
の
言

い
渡
し
を
し
た
ほ
か
、
幸
徳
秋

水
ら
24
名
に
つ
い
て
は
大
逆

罪
に
問
擬
し
、
死
刑
判
決
を

言
い
渡
し
ま
し
た
。

死
刑
判
決
を
受
け
た
24
名

の
う
ち
12
名
は
翌
19
日
特
赦

に
よ
り
無
期
懲
役
刑
と
な
っ

た
が
、
幸
徳
秋
水
を
含
む
12

名
に
つ
い
て
は
、
死
刑
判
決
か

ら
わ
ず
か
６
日
後
の
１
月
24

日
に
11
名
、
翌
25
日
に
１
名
の

死
刑
が
行
わ
れ
た
、
い
わ
ゆ
る

大
逆
事
件
で
あ
る
と
述
べ
て

い
ま
す
。

そ
の
背
景
に
は
、
１
９
１
０

年
に
日
本
が
韓
国
を
併
合
す

る
な
ど
天
皇
制
の
も
と
、
帝

国
主
義
国
家
と
し
て
領
土
拡

大
政
策
が
取
ら
れ
、
他
方
政

府
に
批
判
的
な
団
体
・
個
人

に
大
弾
圧
を
行
っ
た
歴
史
が

刻
ま
れ
て
い
ま
す
。

今
年
も
顕
彰
会
か
ら
墓
前

祭
の
案
内
を
戴
き
ま
し
た
。

ウ
ク
ラ
イ
ナ
、
パ
レ
ス
チ
ナ
の

戦
争
の
惨
禍
を
一
刻
も
早
く

和
平
に
向
け
た
メ
ッ
セ
ー
ジ
を

寄
せ
て
い
ま
す
。

墓
前
祭
は
約
60
名
が
参
加
、

と
25
日
付
け
高
知
新
聞
に
載

り
ま
し
た
。
写
真
は
墓
地
・墓

石
に
10
セ
ン
チ
前
後
の
雪
が

積
り
、
参
加
者
は
傘
を
さ
し

て
秋
水
を
偲
ぶ
姿
が
載
っ
て

い
ま
す
。
宮
本
会
長
が
追
悼

文
を
読
み
上
げ
ま
し
た
。

今
、
新
し
い
戦
前
と
い
わ
れ

る
政
治
状
況
も
と
日
本
が
再

び
戦
争
に
向
か
う
危
機
が
強

ま
っ
て
い
ま
す
。
治
安
維
持
法

犠
牲
者
で
獄
死
し
た
筒
井
泉

吉
の
時
代
は
、
言
論
に
よ
る

自
由
が
国
家
権
力
に
よ
っ
て

奪
わ
れ
命
ま
で
抹
殺
さ
れ
ま

し
た
。
国
賠
同
盟
が
犠
牲
者

を
追
悼
し
顕
彰
す
る
活
動
は
、

二
度
と
こ
の
よ
う
な
歴
史
を

繰
り
返
す
事
が
な
い
よ
う
に

戒
め
、
運
動
を
行
っ
て
い
ま
す
。

昨
年
は
筒
井
泉
吉
没
後
90
年

祭
を
四
万
十
市
中
村
で
執
り

行
い
ま
し
た
。

幸
徳
秋
水
墓
前
祭
と
は
歴

史
も
規
模
も
比
べ
る
ま
で
も

な
い
事
で
す
が
、
市
井
の
青
年

が
反
戦
・平
和
、
ま
た
幡
多
で

の
文
化
活
動
に
よ
り
治
安
維

持
法
で
虐
殺
さ
れ
た
事
実
は

後
世
に
伝
え
て
い
か
な
け
れ

ば
な
り
ま
せ
ん
。

秋
水
刑
死
１
１
３
年
記
念

墓
前
祭
を
振
り
返
り
ま
し
た
。

（
森
岡
幸
一
）
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幸
徳
秋
水
刑
死
１
１
３
年

二
度
と
こ
の
よ
う
な
歴
史
を

繰
り
返
さ
な
い
た
め
に

「秋
水
墓
前
に
平
和
誓
う
」と

報
道
し
た
高
知
新
聞

わ
ず
か
39
歳
で
刑
死
し
た

秋
水（
本
名
・伝
次
郎
）



〝
幻
の
原
稿
〞
と
い
わ
れ

た
も
の
に
槙
村
浩
の
「日
本
詩

歌
史
」が
あ
っ
た
。
行
方
不
明

に
な
っ
て
い
て
『槙
村
浩
全
集
』

に
も
、
む
ろ
ん
収
録
で
き
な
か
っ

た
。
一
九
三
五
年
初
冬
、
槙

村
浩
が
貴
司
山
治
を
た
ず
ね

た
と
き
あ
ず
け
た
も
の
だ
っ
た
。

槙
村
浩
は
十
二
月
十
五
日
に

帰
り
つ
い
た
あ
と
「十
五
日
帰

高
」と
、
滞
在
中
の
お
礼
と
い
っ

し
よ
に
「槙
村
浩
詩
集
ー
付
人

文
主
義
宣
言
」と
「日
本
詩
歌

史
」の
出
版
を
手
紙
で
た
の
ん

だ
。
そ
の
な
か
に
「日
本
詩
歌

史
」
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
か

い
た
。

「『日
本
詩
歌
史
』は
病
中
忽

卒
ほ
と
ん
ど
資
料
な
し
で
記

憶
を
た
ど
っ
て
書
き
ま
く
っ
た

の
で
、
自
分
な
が
ら
意
に
充
た

な
い
も
の
で
す
が
、
唯
物
弁
証

法
的
詩
論
の
確
立
と
、
詩
歌

に
お
け
る
弁
証
法
を
通
じ
て

見
た
る
日
本
史
の
方
法
論
的

走
り
書
に
お
け
る
、
マ
ル
ク
シ

ズ
ム
の
正
統
派
の
祖
述
者
と

し
て
は
、
貧
弱
な
が
ら
事
実

上
、
現
在
の
日
本
に
は
他

に
人
な
し
の
自
負
を
も
っ

て
書
き
あ
げ
た
も
の
で
す
」

「
病
気
窮
迫
を
補
う
た
め

の
費
用
其
他
に
あ
て
る
た

め
、
可
及
的
早
く
出
版
し

た
い
」と
い
う
手
紙
だ
っ
た
。

倉
橋
潤
一
郎
が
一
九
三

六
年
十
月
に
で
る
『車
輪
』

二
号
の
「
高
知
か
ら
」
に

「
何
時
死
ぬ
る
か
も
知
れ

な
い
位
だ
そ
う
だ
、
そ
れ
で
も

今
『日
本
歴
史
』
を
書
い
て
ゐ

る
と
の
こ
と
」
と
、
う
わ
さ
の

伝
わ
っ
て
い
た
「
日
本
歴
史
」

が
、
こ
の
「日
本
詩
歌
史
」だ
っ

た
。槙

村
浩
は
一
九
三
五
年
六

月
六
日
、
検
挙
以
降
通
算
三

年
二
ヵ
月
ぶ
り
に
で
て
き
て
い

た
。
そ
し
て
七
月
、
八
月
、
九

月
と
、
高
温
多
湿
の
梅
雨
期
、

八
月
の
酷
暑
、
九
月
の
残
暑

と
つ
づ
く
百
日
あ
ま
り
の
期

間
、
「
ア
ジ
ア
チ
ッ
シ
ェ
・
イ
デ

オ
ロ
ギ
ー
」「人
文
主
義
宣
言
」

「
日
本
詩
歌
史
」な
ど
、
千
枚

近
い
原
稿
を
か
き
つ
い
だ
。
貴

司
山
治
へ
の
手
紙
に
は
「病
中
」

「狭
心
症
」と
あ
る
が
拘
禁
性

噪
鯵
病
と
食
道
狭
窄
症
に
も

苦
し
め
ら
れ
な
が
ら
の
執
筆

だ
っ
た
。
槙
村
浩
出
獄
後
の
外

部
状
況
は
一
変
し
て
い
た
。
組

織
も
人
も
多
く
が
失
せ
て
い

た
。
そ
の
な
か
で
の
獄
中
で
の

構
想
を
ま
と
め
た
の
が
一
千

枚
だ
っ
た
ろ
う
。

こ
の
行
方
不
明
の
「日
本
詩

歌
史
」の
原
稿
所
在
が
わ
か
っ

た
の
は
十
年
ほ
ど
前
だ
っ
た
。

槙
村
浩
の
会
の
西
森
茂
夫
が

東
京
で
所
有
し
て
い
る
旧
友

の
ひ
と
り
に
、
再
三
あ
た
っ
た

が
ラ
チ
が
あ
か
な
か
っ
た
。

そ
ん
な
あ
る
日
、
コ
ピ
ー
が

め
ぐ
り
め
ぐ
っ
て
大
阪
か
ら
西

森
茂
夫
の
と
こ
ろ
へ
届
い
た
。

槙
村
浩
の
会
で
原
稿
を
起
こ

し
、
平
和
資
料
館
草
の
家
か

ら
『日
本
詩
歌
史
』と
し
て
一

九
九
五
年
十
月
に
だ
し
た
。

か
か
れ
て
か
ら
日
の
目
を
み

る
ま
で
六
十
年
か
か
っ
た
。
原

稿
コ
ピ
ー
は
四
百
字
詰
め
原

稿
用
紙
走
り
書
き
の
三
百
十

六
枚
だ
っ
た
。

『日
本
詩
歌
史
』は
、
当
時
の

皇
国
史
観
を
打
ち
砕
い
て
強

烈
な
も
の
だ
っ
た
。
槙
村
浩
が

出
獄
す
る
年
の
一
九
三
五
年

二
月
、
美
濃
部
達
吉
は
学
問

上
の
天
皇
機
関
説
を
帝
国
議

会
で
攻
撃
さ
れ
、
四
月
に
は

不
敬
罪
で
告
発
さ
れ
『
逐
条

憲
法
精
義
』な
ど
が
発
禁
に
さ

れ
て
い
た
。
『日
本
詩
歌
史
』が

論
じ
て
い
っ
た
も
の
は
、
古
代

か
ら
現
代
に
い
た
る
日
本
歴

史
の
読
み
か
え
、
皇
国
史
観

に
か
ら
み
と
ら
れ
た
日
本
歴

史
を
ど
う
学
問
的
に
も
正
統

な
も
の
に
か
き
か
え
て
い
く
か

と
い
う
こ
と
だ
っ
た
。
記
紀
歌

謡
、
万
葉
集
、
古
今
集
な
ど
の

古
代
文
学
を
お
お
う
も
の
を
、

は
ぎ
と
っ
て
あ
た
ら
し
い
読
み

方
を
し
て
み
せ
た
。
当
時
の
国

文
学
者
の
古
代
文
学
古
典
解

釈
の
多
く
は
、
万
葉
集
も
各

天
皇
の
御
製
解
釈
な
ど
が
多

く
を
占
め
て
い
た
。
そ
の
奴
隷

の
学
問
か
ら
の
解
放
が
槙
村

浩
の
『日
本
詩
歌
史
』だ
っ
た
。

論
は
俳
諧
か
ら
浄
瑠
璃
を
へ

て
近
代
、
現
代
に
お
よ
ん
で
い

た
。学

問
へ
の
弾
圧
が
美
濃
部

達
吉
か
ら
、
津
田
左
右
吉
の

古
代
文
学
研
究
ま
で
治
安
維

持
法
拡
大
適
用
の
対
象
と
さ

れ
て
い
く
時
代
、
『日
本
詩
歌

史
』
の
「
可
及
的
早
く
出
版
」

な
ど
考
え
ら
れ
る
筈
も
な
か
っ

た
。
出
版
は
狂
気
の
時
代
の

す
ぎ
る
の
を
待
つ
し
か
な
か
っ

た
。そ

れ
に
し
て
も
、
ほ
と
ん
ど

資
料
な
し
で
記
憶
を
た
ど
っ

て
書
き
ま
く
っ
た
と
い
う
槙
村

浩
の
学
問
的
蓄
積
と
、
古
代
、

中
世
文
学
の
す
べ
て
を
噛
み

く
だ
い
て
再
構
築
し
て
い
く
論

理
は
す
さ
ま
じ
い
。

２０２４年２月８日 高知県版「不屈」№４４１ (2)

故

猪
野

睦
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作
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埋
も
れ
て
き
た
群
像
よ
り

槙
村
浩（
三
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槙
村
浩
の
自
筆
原
稿



筆
者
は
「高
知
市
民
劇
場
」

と
い
う
演
劇
鑑
賞
会
に
入
っ

て
い
る
。
こ
こ
の
会
員
に
な
る

と
２
か
月
に
一
度
、
東
京
か

ら
迎
え
た
劇
団
の
作
品
を
高

知
市
で
堪
能
で
き
る
。
年
６

回
の
演
目
は
会
員
同
士
の
合

議
に
よ
っ
て
決
め
て
お
り
、
そ

の
中
に
は
反
戦
等
の
社
会
派

作
品
も
多
い
。

そ
の
高
知
市
民
劇
場
３
月

例
会(

３
月
25
日
18
時
半
、
26

日
13
時
半
の
２
公
演
。
会
場
・

高
知
県
民
文
化
ホ
ー
ル)

に
、

日
韓
の
歴
史
認
識
問
題
を
テ
ー

マ
に
し
た
作
品
が
や
っ
て
く
る
。

そ
れ
が
、
青
年
劇
場
公
演
「星

を
か
す
め
る
風
」
だ
。
こ
こ
で

は
そ
の
内
容
の
一
部
を
紹
介

し
た
い
。

本
作
の
主
人
公
は
京
都
留

学
中
に
治
安
維
持
法
違
反
の

疑
い
で
逮
捕
さ
れ
、
１
９
４
５

年
に
27
歳
で
獄
死
し
た
韓
国

の
詩
人
・尹
東
柱（
ユ
ン
・ド
ン

ジ
ュ
）。
ス
ト
リ
ー
は
フ
ィ
ク
シ
ョ

ン
だ
が
、
尹
が
獄
死
し
た
福
岡

刑
務
所
を
舞
台
に
展
開
さ
れ

る
な
ど
、
史
実
を
も
と
に
構

成
さ
れ
て
い
る
の
で
ぜ
ひ
注

目
い
た
だ
き
た
い
。

物
語
は
、
看
守
の
杉
山
が
何

者
か
に
殺
さ
れ
、
若
い
看
守
の

渡
辺
に
犯
人
捜
し
が
命
じ
ら

れ
る
所
か
ら
始
ま
る
。
聴
取

を
進
め
て
い
た
渡
辺
は
、
「
平

沼
東
柱
」と
い
う
名
の
囚
人
が

関
係
し
て
い
る
と
確
信
す
る
。

彼
こ
そ
治
安
維
持
法
違
反
で

投
獄
さ
れ
た
韓
国
人
詩
人
・

尹
東
柱
で
あ
り
、
平
沼
は
日

本
名
で
あ
っ
た
。
刑
務
所
と
い

う
極
限
状
況
の
中
、
尹
と
渡

辺
は
い
つ
し
か
詩
を
通
じ
て

心
を
通
わ
せ
る
よ
う
に
な
る
。

そ
し
て
、
渡
辺
の
前
に
は
意
外

な
真
実
が
待
っ
て
い
た
。

尹
が
日
本
に
わ
た
っ
て
き
た

の
は
、
日
本
が
泥
沼
の
戦
い
を

繰
り
広
げ
て
い
た
１
９
４
２

年
の
こ
と
で
あ
る
。
日
本
帝
国

主
義
の
牙
が
国
外
の
み
な
ら

ず
国
内
に
も
向
け
ら
れ
、
治

安
維
持
法
に
よ
っ
て
反
戦
や

反
植
民
地
政
策
を
訴
え
る
多

く
の
人
々
が
捕
縛
さ
れ
、
殺

さ
れ
て
い
た
頃
だ
。
尹
も
ま
た

例
外
で
は
な
く
、

ハ
ン
グ
ル
で
詩
を

書
い
た
こ
と
で
韓

国
独
立
運
動
に

関
わ
っ
た
疑
い
を

か
け
ら
れ
、
同
志

社
大
在
学
中
に

治
安
維
持
法
違

反
の
疑
い
で
逮

捕
さ
れ
た
。
そ
し

て
、
１
９
４
４
年
に
懲
役
２
年

の
刑
を
受
け
、
翌
年
２
月
16

日
、
福
岡
刑
務
所
で
獄
死
し

た
。本

公
演
の
原
作
は
、
韓
国
の

作
家
イ
・
ジ
ョ
ン
ミ
ョ
ン
が
描

い
た
同
名
の
小
説（
鴨
良
子
訳
、

論
創
社
刊
）で
あ
る
。
福
岡
刑

務
所
で
最
期
を
迎
え
る
尹
の

日
々
を
描
い
た
も
の
だ
。
こ
れ

を
脚
本
家
で
演
出
家
の
シ
ラ

イ
ケ
イ
タ
氏
が
２
０
２
０
年

に
舞
台
化
し
、
青
年
劇
場
に

よ
り
上
演
さ
れ
た
。
そ
れ
が
２

０
２
４
年
に
高
知
に
上
陸
す

る
と
い
う
わ
け
だ
。

わ
ず
か
80
年
ほ
ど
前
、
わ
が

国
に
は
戦
前
と
い
う
暗
黒
の

時
代
が
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
そ

の
亡
霊
は
今
も
ヘ
イ
ト
ス
ピ
ー

チ
や
ネ
ッ
ト
右
翼
と
い
う
形
で

跋
扈
し
続
け
て
い
る
。
私
達
は
、

あ
の
時
代
の
再
来
を
決
し
て

許
し
て
は
な
ら
ず
、
そ
の
た
め

に
は
、
過
去
に
学
ば
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
本
作
の
鑑
賞

を
歴
史
に
学
ぶ
き
っ
か
け
に

し
て
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
あ

る
。

【高
知
市
民
劇
場
の
入
会
】

「
星
を
か
す
め
る
風
」
を
観

る
た
め
に
は
、
高
知
市
民
劇

場
に
入
会
す
る
必
要
が
あ
り

ま
す
。
会
員
に
な
っ
た
ら
１
年

は
続
け
て
く
だ
さ
い
。
２
か
月

に
一
度
の
作
品
は
、
社
会
派

あ
り
喜
劇
あ
り
サ
ス
ペ
ン
ス
あ

り
と
さ
ま
ざ
ま
な
ジ
ャ
ン
ル
が

用
意
さ
れ
て
い
る
の
で
、
個
々

の
作
品
だ
け
で
な
く
、
演
劇
の

世
界
観
そ
の
も
の
を
楽
し
め

ま
す
。

入
会
希
望
者
は
、
筆
者
か

高
知
市
民
劇
場
の
事
務
局

(

０
８
８
８
０
２
７
５
３
８)

に

ご
一
報
く
だ
さ
い
。
事
務
局
へ

の
問
い
合
わ
せ
の
際
に
は
、
筆

者
の
名
前
を
出
し
て
い
た
だ

け
れ
ば
幸
い
で
す
。

（
森
本
琢
磨
）

(３) 高知県版「不屈」№４４１ №５９６付録

ぜ
ひ
多
く
の
方
に
鑑
賞
し
て
ほ
し
い

高
知
市
民
劇
場
３
月
例
会

「星
を
か
す
め
る
風
」

青年劇場「星をかすめる風」の一場面



Ｊ
Ｒ
の
駅
と
地
域
の
共
産

党
事
務
所
に
挟
ま
れ
て
ほ
ん

の
小
さ
な
公
園
が
あ
る
。

駅
を
降
り
て
学
校
に
向
か

う
学
生
た
ち
の
朝
食
？
を
ね

だ
る
散
歩
中
の
ワ
ン
ち
ゃ
ん
、

公
園
の
草
花
の
お
世
話
を
し

て
い
る
近
所
の
人
、
通
勤
前
の

わ
ず
か
な
時
間
に
語
ら
う
若

い
カ
ッ
プ
ル
、
近
く
の
ア
パ
ー

ト
の
外
国
人
留
学
生
な
ど
が

集
い
、
毎
日
平
和
な
日
常
が

く
り
返
さ
れ
る
。

一
方
で
今
、
毎
日
報
じ
ら
れ

る
ニ
ュ
ー
ス
は
戦
争
で
い
た
め

つ
け
ら
れ
る
人
々
の
映
像
、
石

川
県
の
地
震
災
害
な
ど
、
な

ん
と
も
傷
ま
し
く
悲
し
く
な

る
。
人
間
同
士
殺
し
あ
わ
な

く
て
も
、
自
然
災
害
は
い
つ
ど

こ
で
起
こ
る
か
わ
か
ら
な
い
。

戦
争
も
今
や
ど
こ
で
起
こ
る

か
わ
か
ら
な
い
。
一
瞬
で
平
和

な
日
常
が
奪
わ
れ
る
か
も
し

れ
な
い
。

し
か
し
、
戦
争
は
人
間
の
英

知
で
防
ぐ
こ
と
が
で
き
る
は

ず
。
戦
争
を
武
器
商
人
た
ち

に
利
用
さ
せ
な
い
。
戦
争
を

準
備
す
る
お
金
、
科
学
、
技
術

は
人
間
の
命
を
守
る
た
め
に

使
う
こ
と
を
世
界
中
で
考
え

た
い
。

世
界
終
末
時
計
の
針
は
、
あ

と
90
秒
を
示
し
て
い
る
と
言

う
。
青
い
地
球
、
奇
跡
の
星
が

平
和
な
星
と
し
て
生
き
続
け

ら
れ
る
よ
う
「
地
球
人
」
と
し

て
行
動
し
た
い
と
思
う
。

平
和
な
小
さ
な
公
園
の
ベ
ン

チ
で
考
え
た
こ
と
で
あ
る
。

（
柳
原

知
）

☆
同
盟
員

２
４
８
名

１
名
加
入

２
名
退
会

☆
署
名

（
個
人
）
３
０
１
筆

南
61
、
北
85
、
香
美
20
、

南
国
20
、
そ
の
他
１
１
５

（
団
体
）

10
筆

※
団
体
要
請
を
継
続
、
個
人

に
10
筆
を
お
願
い
す
る
。

※
署
名

１
月
目
標
を
５
０

０
筆
に
決
め
る
。

※
講
演
会
、
集
会
で
集
め
る
。

☆
年
賀
広
告
収
納

集
め
切
れ
て
い
な
い
団
体

に
要
請

☆
女
性
部
・青
年
部

☆
財
政

会
費
の
納
入
対
策

〇
支
部
集
金
を
増
や
す
努

力
を
す
る
。

〇
会
費
が
活
か
さ
れ
る
イ

ベ
ン
ト
の
議
論
が
出
て

い
ま
す
。

〇
編
集
後
記

共
産
党
は
つ
い
に
女
性
委
員

長
が
誕
生
。
新
し
い
風
に
期

待
大
▼
大
波
乱
の
裏
金
国
会

が
開
幕
。
野
党
が
結
束
し
て

責
任
の
徹
底
追
及
を
。（
M
）

３
月
幹
事
会

日
時

３
月
９
日(

土)

10
時
〜

場
所

平
和
資
料
館
・草
の
家

２０２４年２月８日 高知県版「不屈」№４４１ (４)

12
月
幹
事
会
報
告

会
費
が
活
か
さ
れ
る
イ
ベ
ン
ト
を

女
性
部
の
広
場

戦
争
は
人
間
の
英
知
で

防
ぐ
こ
と
が
で
き
る
は
ず

人
類
滅
亡
ま
で
残
り
90
秒
を

示
し
た
世
界
終
末
時
計

１９８１（明治24）
年４月14日、高岡
郡口神川（窪川町）
に医師輝房と美弥
のー人息子として
生まれる。
１８９２（明治25）
年幡多郡七郷村浮
鞭（大方町）に移り、
母とともに定住して
育つ。
１９１６（大正５）年
京都帝国大学英文科卒業後、大学の嘱託となる。
ロシア革命の影響を受け、河上肇によってマルクス主義
に接近したが、人道主義と唯物論の葛藤に長く悩んだ。
１９１９（大正８）年から１９３０（昭和５）年まで「砂丘」「孔
雀城」「三部曲女人焚殺」「蒼空」「坂」「高瀬川」「百姓の
唄」「狼」など戯曲、小説を刊行。
１９３０（昭和５）年山本宣治の暗殺を契機に農民運動に
入る（山本官治の従妹・安田津宇はタカクラ・テルの妻）
１９３３（昭和８）年長野県での「教員赤化事件」、１９３９
（昭和14）年の「革命的ローマ字運動事件」、１９４４（昭和
19）年の「久保田無線事件」などで再三思想弾圧を受け
検挙、投獄された。
敗戦を奥多摩刑務所で迎えた。
１９４６（昭和21）年長野県選出共産党代議士、１９５０
（昭和25）年参議院議員当選の翌日レッドパージで追放
される。
１９５１（昭和26）年国外亡命、１９５９（昭和34）年帰国、
１９８６（昭和61）年４月２日東京で没。94才。


