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田
嶋
一
著
『
≲
少
年
≳
と
≲
青
年
≳
の

　
　
　
　
　
　
　
近
代
日
本
人
間
形
成
と
教
育
の
社
会
史
』

小
国
喜
弘

　

田
嶋
一
氏
に
よ
る
大
著
『
≲
少
年
≳
と
≲
青
年
≳
の
近
代
日
本
人
間
形

成
と
教
育
の
社
会
史
』
が
東
大
出
版
会
か
ら
刊
行
さ
れ
た
。
三
部
構
成
、

全
十
一
章
、
ペ
ー
ジ
に
し
て
全
四
五
〇
頁
に
及
ぶ
本
書
は
、
著
者
の
院
生

時
代
に
あ
た
る
一
九
七
九
年
か
ら
二
〇
一
二
年
に
か
け
て
個
別
に
発
表
さ

れ
て
き
た
論
文
を
も
と
に
し
て
完
成
さ
れ
た
。
本
書
の
刊
行
に
よ
っ
て
、

我
々
は
改
め
て
田
嶋
教
育
史
学
の
全
貌
を
ま
と
ま
っ
た
形
で
読
む
こ
と
が

で
き
る
こ
と
と
な
っ
た
。

　
　
　

一
、�

近
代
日
本
に
お
け
る
、
人
づ
く
り
文
化
の
多
様
性
と
重

層
性

　

田
嶋
が
問
題
に
し
続
け
て
き
た
の
は
、
学
校
教
育
と
い
う
近
代
的
制
度

の
登
場
と
普
及
に
よ
っ
て
、
主
と
し
て
十
代
半
ば
の
者
た
ち
が
希
求
す
る

生
き
方
の
規
範
が
ど
の
よ
う
に
変
化
し
た
か
で
あ
る
。「
十
代
半
ば
の
者
」

と
い
う
こ
な
れ
な
い
表
現
を
敢
え
て
用
い
た
の
は
、
前
近
代
が
子
ど
も
か

〔
書
評
〕
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ら
大
人
へ
と
移
行
す
る
過
程
を
辿
っ
た
の
に
対
し
て
、
近
代
に
な
っ
て
、

子
ど
も
と
大
人
と
の
中
間
期
と
し
て「
青
年
」期
が
誕
生
す
る
こ
と
に
な
っ

た
点
を
本
書
が
詳
細
な
論
証
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
し
て
い
る
か
ら
で
あ

る
。
田
嶋
は
こ
の
「
青
年
」
期
の
人
々
が
「
≲
よ
り
よ
い
自
分
を
つ
く
り

た
い
≳
」
と
念
じ
自
主
的
に
生
き
方
を
模
索
す
る
姿
に
共
感
し
つ
つ
、
そ

こ
で
模
索
さ
れ
た
規
範
が
絶
え
ず
国
家
の
支
配
へ
絡
み
取
ら
れ
て
い
く
過

程
を
丁
寧
に
描
き
出
す
。

　

田
嶋
は
本
書
に
お
い
て
、
必
ず
し
も
明
示
的
に
示
さ
れ
て
い
る
訳
で
は

な
い
が
、
二
つ
の
対
抗
の
中
に
人
づ
く
り
文
化
の
多
様
性
と
重
層
性
を
読

み
解
こ
う
と
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
第
一
は
、
近
代
の
制
度
や
思

想
、
に
対
し
て
、
産
育
習
俗
や
儒
学
な
ど
前
近
代
の
慣
行
や
思
想
が
、
い

わ
ば
長
期
的
時
間
持
続
と
し
て
影
響
を
与
え
て
い
る
と
い
う
、
い
わ
ば
近

代
対
前
近
代
の
対
抗
の
歴
史
で
あ
る
。
も
う
一
つ
が
、
国
家
対
民
衆
と
の

対
抗
の
歴
史
で
あ
る
。

　

た
だ
し
、
こ
の
二
つ
の
対
抗
を
田
嶋
が
二
項
対
立
的
に
扱
っ
て
い
る
訳

で
は
な
い
こ
と
を
大
急
ぎ
で
付
け
加
え
て
お
く
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
例

え
ば
、
近
代
対
前
近
代
の
対
抗
に
お
い
て
、
前
近
代
に
お
け
る
人
づ
く
り

と
一
口
に
い
っ
て
も
、
田
嶋
が
問
題
に
し
て
い
る
の
は
、
近
世
郷
村
社
会

に
お
け
る
産
育
・
子
育
て
の
習
俗
に
止
ま
ら
ず
、
支
配
層
・
有
識
者
層
に

よ
り
導
入
さ
れ
た
儒
学
の
学
問
論
や
修
行
論
、
中
世
武
士
の
養
育
法
、
芸

能
な
ど
の
稽
古
論
、
幕
藩
体
制
下
の
昌
平
坂
学
問
所
や
藩
校
な
ど
で
の
教

授
法
な
ど
、
多
層
的
な
伝
統
で
あ
る
。
そ
れ
ら
の
伝
統
が
近
代
の
青
年
期

に
関
す
る
規
範
に
影
響
を
与
え
、あ
る
べ
き
青
年
像
を
多
層
化
さ
せ
つ
つ
、

同
時
に
、近
代
を
通
し
て
伝
統
的
思
想
が
読
み
解
か
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

伝
統
思
想
自
体
の
変
奏
が
描
か
れ
る
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
国
家
対
民
衆

と
い
う
対
抗
に
お
い
て
も
、
既
に
述
べ
た
よ
う
に
、
田
嶋
は
青
年
が
自
立

に
向
け
て
、
時
に
国
家
の
論
理
か
ら
は
み
出
し
て
い
く
過
程
と
、
そ
こ
で

青
年
た
ち
の
自
立
に
向
け
た
規
範
が
国
家
へ
と
再
び
回
収
さ
れ
て
い
く
過

程
と
を
描
き
出
す
中
で
、
国
家
の
求
め
る
青
年
像
と
民
衆
の
求
め
る
青
年

像
と
が
相
互
に
影
響
を
与
え
合
う
様
を
冷
静
な
筆
致
で
描
き
出
し
て
い
る
。

　

以
上
の
よ
う
に
、本
書
は
、教
育
の
制
度
史
か
ら
で
は
見
え
て
こ
な
い
、

近
代
日
本
に
お
け
る
人
間
形
成
の
文
化
の
多
様
性
と
重
層
性
を
描
き
出
し

て
い
る
。

　
　
　

二
、
章
構
成

　

こ
こ
で
本
書
の
内
容
を
各
章
に
即
し
て
簡
単
に
紹
介
し
て
お
こ
う
。
第

一
部
「
一
人
前
に
向
け
て
」
は
三
つ
の
章
で
構
成
さ
れ
、
歴
史
学
や
民
俗

学
の
知
見
を
踏
ま
え
て
近
世
社
会
に
お
け
る
子
育
て
の
習
俗
と
そ
の
思
想

が
描
き
出
さ
れ
る
。
第
一
章
「
民
衆
の
子
育
て
の
習
俗
と
そ
の
思
想
」
で
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田
嶋
は
、
前
近
代
の
西
洋
の
子
育
て
習
俗
に
関
す
る
西
洋
教
育
史
の
知
見

と
対
比
さ
せ
る
こ
と
で
、
そ
の
日
本
的
特
質
を
浮
き
彫
り
に
し
て
い
る
。

第
二
章
「
近
世
社
会
の
家
族
と
子
育
て
」
で
は
、
近
世
社
会
に
お
い
て
単

婚
小
家
族
の
広
範
な
成
立
な
ど
新
た
な
条
件
の
下
で
、「
民
衆
の
新
し
い

教
育
へ
の
要
求
」
が
誕
生
し
て
い
た
こ
と
を
描
き
出
す
。
第
三
章
「
若
者

の
形
成
と
若
者
組
」
で
は
若
者
組
に
着
目
し
て
い
る
。
田
嶋
に
よ
れ
ば
、

若
者
に
集
団
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
極
め
て
ス
ム
ー
ズ
に
習
得
さ
せ
て

い
た
若
者
組
は
、
幕
末
に
な
る
と
、
幕
藩
秩
序
の
中
に
若
者
組
が
位
置
づ

け
ら
れ
て
統
治
へ
と
利
用
さ
れ
て
い
く
。
こ
の
統
治
技
法
は
維
新
政
府
へ

と
引
き
継
が
れ
、
明
治
国
家
は
「
青
年
修
養
の
為
の
機
関
」
と
し
て
の
青

年
会
な
ど
へ
と
若
者
組
を
組
み
込
む
こ
と
に
成
功
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。

　

第
一
部
で
取
り
上
げ
た
若
者
組
に
集
う「
若
者
」は
大
人
の
仲
間
で
あ
っ

た
。
そ
れ
に
対
し
て
、
子
ど
も
と
大
人
の
中
間
に
「
青
年
」
が
ど
の
よ
う

に
誕
生
し
た
の
か
を
描
き
出
し
た
の
が
第
二
部
「
≲
若
者
≳
と
≲
青
年
≳

の
社
会
史
」
で
あ
る
。
第
一
章
「
共
同
体
の
解
体
と
≲
青
年
≳
の
出
現
」

に
よ
れ
ば
、青
年
の
誕
生
は
、教
育
の
誕
生
と
も
密
接
に
関
連
し
て
お
り
、

背
後
に
あ
る
の
は
伝
統
的
な
共
同
体
の
崩
壊
だ
っ
た
。
そ
し
て
青
年
の
誕

生
は
、
同
時
に
青
年
期
の
実
存
の
悩
み
が
登
場
す
る
時
代
を
も
意
味
し
て

い
た
の
で
あ
る
。
第
二
章
「
≲
青
年
≳
の
社
会
史　

山
本
滝
之
助
の
場
合
」

で
は
、「
青
年
」
と
し
て
の
自
立
に
失
敗
し
た
山
本
が
、
逆
に
共
同
体
を

基
盤
と
し
な
が
ら
、
国
家
の
青
年
運
動
の
リ
ー
ダ
ー
と
し
て
登
場
す
る
過

程
を
詳
細
に
描
き
出
す
。
そ
の
こ
と
を
通
し
て
、
田
嶋
は
自
立
を
求
め
る

青
年
た
ち
を
「
再
編
さ
れ
た
村
落
共
同
体
の
中
に
囲
い
込
み
、
国
家
の
青

年
」
が
作
ら
れ
て
い
く
様
を
浮
き
彫
り
に
し
て
い
る
。
さ
ら
に
第
三
章

「
≲
修
養
≳
の
成
立
と
展
開
」
で
は
、「
新
し
い
社
会
の
中
で
い
か
に
生
き

る
か
、
い
か
に
新
し
い
自
分
を
形
成
す
る
か
と
い
う
課
題
」
の
下
で
「
修

養
」
と
い
う
概
念
が
成
立
し
た
こ
と
に
注
目
し
て
い
る
。
田
嶋
が
描
き
出

す
の
は
、「
≲
よ
り
よ
い
自
分
を
つ
く
り
た
い
≳
」
と
願
う
青
年
の
自
主

的
な
運
動
と
、
そ
れ
を
支
配
の
側
に
回
収
し
よ
う
と
す
る
政
治
と
の
せ
め

ぎ
あ
い
の
歴
史
で
あ
っ
た
。
そ
こ
か
ら
読
み
手
に
印
象
づ
け
ら
れ
る
の
は

支
配
の
装
置
の
巧
妙
さ
で
あ
り
、
支
配
か
ら
距
離
を
と
っ
て
「
自
主
」
的

に
生
き
る
こ
と
の
難
し
さ
で
あ
る
。
第
四
章
「
≲
修
養
≳
の
大
衆
化　

野

間
清
治
と
講
談
社
の
出
版
事
業
」
で
は
、
野
間
清
治
の
生
涯
を
詳
細
に
描

き
出
し
な
が
ら
、『
キ
ン
グ
』『
少
年
倶
楽
部
』
な
ど
に
即
し
て
、「
修
養
」

概
念
の
登
場
と
そ
の
変
遷
を
具
体
的
に
描
き
出
し
て
い
る
。

　

第
三
部
「
近
代
化
の
進
行
と
教
育
文
化
」
が
描
き
出
す
の
は
、「
少
年
」

概
念
の
歴
史
的
成
立
で
あ
る
。

　

第
一
章
「
≲
少
年
≳
概
念
の
成
立
と
少
年
期
の
出
現　

雑
誌
『
少
年
世

界
』
の
分
析
を
通
し
て
」
で
は
、
雑
誌
『
少
年
世
界
』
を
手
が
か
り
と
し

て
「
少
年
」
と
い
う
概
念
の
登
場
を
論
じ
て
い
る
。「
少
年
」
と
い
う
概
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念
の
登
場
は
「
青
年
」
と
い
う
概
念
の
登
場
よ
り
も
少
し
遅
い
登
場
で
あ

り
、
学
校
教
育
制
度
の
中
で
そ
の
社
会
的
心
理
的
歴
史
的
性
格
が
彫
琢
さ

れ
て
い
っ
た
。
第
二
章
「
一
九
二
〇
―
一
九
三
〇
年
代
に
お
け
る
児
童
文

化
論
・
児
童
文
化
運
動
の
展
開
」
で
は
、
白
樺
派
の
教
師
た
ち
の
運
動
、

さ
ら
に
は
生
活
綴
方
運
動
の
中
に
、
子
ど
も
自
身
の
生
活
の
中
に
独
自
の

文
化
を
発
見
し
、
文
化
の
製
作
者
と
し
て
子
ど
も
を
と
ら
え
よ
う
と
す
る

視
線
の
誕
生
を
高
く
評
価
し
て
い
る
。
第
三
章
「
青
少
年
の
自
己
形
成
と

学
校
文
化
」
で
は
、
教
育
の
機
会
均
等
と
い
う
近
代
社
会
の
「
見
せ
か
け
」

の
原
則
が
、
青
少
年
の
自
己
形
成
に
与
え
た
歪
み
が
分
析
さ
れ
て
い
る
。

戦
前
期
の
学
校
文
化
が
与
え
た
青
少
年
の
自
己
形
成
に
与
え
た
歪
み
は
、

総
力
戦
体
制
に
よ
る
中
等
教
育
の
崩
壊
に
よ
っ
て
い
っ
た
ん
終
わ
り
を
告

げ
る
。
そ
し
て
田
嶋
は
、
戦
後
改
革
に
お
け
る
「
中
等
普
通
教
育
」
と
い

う
新
し
い
概
念
の
成
立
に
可
能
性
を
見
出
し
て
筆
を
置
い
て
い
る
。

　
　
　

三
、「
か
す
か
な
光
」
へ

　

本
書
全
体
を
通
し
て
、
改
め
て
印
象
づ
け
ら
れ
る
の
は
、
本
書
が
、
院

生
時
代
の
指
導
教
員
で
あ
る
大
田
堯
の
問
題
意
識
を
受
け
継
ぎ
、
深
化
発

展
さ
せ
て
い
る
点
に
あ
る
。
大
田
が
問
題
に
し
た
の
は
、
近
代
の
学
校
教

育
の
中
で
の
子
ど
も
た
ち
や
青
年
た
ち
の
疎
外
状
況
だ
っ
た
。
そ
の
疎
外

状
況
を
対
象
化
す
る
手
段
と
し
て
、
一
九
七
〇
年
代
に
は
前
近
代
の
子
育

て
習
俗
の
慣
行
と
そ
の
思
想
を
検
討
し
、
八
〇
年
代
以
降
は
主
と
し
て
生

物
学
の
知
見
を
手
が
か
り
と
し
て
、「
ひ
と
」
が
「
ひ
と
」
と
し
て
育
つ

こ
と
の
意
味
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
て
き
た
。
様
々
な
サ
ー
ク
ル
活
動

を
通
し
て
多
様
な
市
民
と
の
対
話
を
基
盤
と
し
て
成
立
す
る
大
田
の
学
問

は
、
時
代
の
困
難
の
中
で
も
「
か
す
か
な
光
」
を
求
め
る
こ
と
の
重
要
性

を
示
唆
し
、
人
々
を
励
ま
し
続
け
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
大
田
の
学
問
と

姿
勢
は
誤
解
を
恐
れ
ず
に
言
え
ば
、
田
嶋
に
引
き
継
が
れ
、
近
代
日
本
の

青
少
年
の
自
己
形
成
史
を
社
会
史
的
に
描
き
出
す
と
い
う
研
究
へ
と
深
化

発
展
さ
れ
て
い
る
。
青
少
年
の
「
≲
よ
り
よ
い
自
分
を
つ
く
り
た
い
≳
」

と
い
う
切
実
な
希
望
は
、
常
に
国
家
へ
と
回
収
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

そ
の
意
味
に
お
い
て
、
近
代
日
本
の
青
少
年
の
自
己
形
成
史
は
苦
難
の
連

続
だ
っ
た
。
青
少
年
の
前
に
立
ち
は
だ
か
っ
た
壁
を
描
き
出
し
つ
つ
も
、

例
え
ば
青
少
年
の
自
己
形
成
へ
の
希
求
が
常
に
新
た
な
「
修
養
論
」
を
誕

生
さ
せ
て
き
た
こ
と
に
、
田
嶋
は
可
能
性
を
見
よ
う
と
し
て
い
る
。
近
代

日
本
の
青
少
年
の
苦
悩
に
寄
り
添
う
田
嶋
の
研
究
姿
勢
は
、
國
學
院
大
學

に
お
け
る
学
生
た
ち
と
の
膨
大
な
対
話
の
積
み
重
ね
の
中
で
作
ら
れ
て

い
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
近
代
日
本
の
青
少
年
の
自
己
形
成
史
の
な

か
に
「
か
す
か
な
光
」
を
探
り
当
て
よ
う
と
す
る
本
書
は
、
困
難
な
時
代

を
生
き
る
現
代
の
青
少
年
に
対
す
る
、
歴
史
研
究
を
通
し
た
、
激
励
の
書
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で
も
あ
る
。

（
Ａ
５
判
、
四
六
四
頁
、
東
京
大
学
出
版
会
刊
、
二
〇
一
六
年
三
月
発
行
、

定
価
八
八
〇
〇
円
＋
税
）


