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†
渋
沢
栄
一
と
い
う
原
点

　

会
社
に
出
勤
す
る
た
め
、
い
つ
も
通
り
Ｊ
Ｒ
に
乗
っ
て
日
経
新
聞
を
ひ
ら
い
た
。
ふ
と
目
を
や
る
と
、

車
内
吊
り
広
告
に
サ
ッ
ポ
ロ
ビ
ー
ル
の
う
ま
そ
う
な
新
製
品
の
宣
伝
が
あ
る
。
帰
り
に
買
っ
て
帰
ろ
う
と

思
い
な
が
ら
、
お
金
を
下
ろ
す
の
を
忘
れ
て
い
た
こ
と
に
気
づ
き
、
会
社
近
く
の
み
ず
ほ
銀
行
の
Ａ
Ｔ
Ｍ

に
寄
る
。

　

そ
う
い
え
ば
も
う
年
末
、
ク
リ
ス
マ
ス
は
帝
国
ホ
テ
ル
で
過
ご
し
て
、
初
詣
は
明
治
神
宮
に
で
も
行
く

か
な
あ
。
そ
の
前
に
聖せ
い

路ろ

加か

病
院
に
入
院
し
て
い
る
祖
父
の
お
見
舞
い
に
も
行
か
な
く
っ
ち
ゃ
⋮
⋮
。

　

ど
こ
に
で
も
転
が
っ
て
い
そ
う
な
日
常
の
心
象
風
景
の
ひ
と
コ
マ
だ
が
、
驚
く
な
か
れ
、
こ
こ
に
出
て

く
る
固
有
名
詞
す
べ
て
の
設
立
に
関
わ
っ
た
人
物
が
、
本
書
の
口
述
者
で
あ
る
渋
沢
栄
一
な
の
だ
。

　

一
般
的
な
知
名
度
は
余
り
高
い
と
は
い
え
な
い
が
、
実
は
渋
沢
栄
一
と
は
、
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﹁
近
代
日
本
の
設
計
者
の
一
人
﹂

　

に
数
え
ら
れ
る
偉
人
に
外
な
ら
な
い
。

　

明
治
維
新
後
、
政
治
の
世
界
で
い
え
ば
、
日
本
と
い
う
国
の
基
礎
を
作
り
上
げ
た
の
は
、
大
久
保
利
通

や
伊
藤
博
文
、
井
上
馨か
お
ると
い
っ
た
政
府
高
官
た
ち
だ
っ
た
。

　

一
方
で
渋
沢
栄
一
は
、
日
本
の
実
業
界
、
ひ
い
て
は
資
本
主
義
の
制
度
を
設
計
し
た
人
物
だ
っ
た
の
だ
。

詳
し
く
は
後
ほ
ど
の
小
伝
に
お
い
て
述
べ
る
が
、
彼
が
設
立
に
関
わ
っ
た
会
社
は
四
百
八
十
一
社
と
さ
れ

︵
東
京
商
工
会
議
所
調
べ
︶、
そ
れ
以
外
に
五
百
以
上
の
慈
善
事
業
に
も
関
わ
り
、
後
世
、﹁
日
本
資
本
主
義

の
父
﹂﹁
実
業
界
の
父
﹂
と
呼
ば
れ
て
ノ
ー
ベ
ル
平
和
賞
の
候
補
に
も
な
っ
て
い
る
。

　

し
か
し
彼
の
偉
大
さ
は
、
そ
れ
だ
け
で
は
な
か
っ
た
。
彼
は
今
か
ら
百
年
以
上
前
に
、﹁
資
本
主
義
﹂

や
﹁
実
業
﹂
が
内
包
し
て
い
た
問
題
点
を
見
抜
き
、
そ
の
中
和
剤
を
シ
ス
テ
ム
の
な
か
に
織
り
込
も
う
と

し
た
の
だ
。

　

も
と
も
と
﹁
資
本
主
義
﹂
や
﹁
実
業
﹂
と
は
、
自
分
が
金
持
ち
に
な
り
た
い
と
か
、
利
益
を
増
や
し
た

い
と
い
う
欲
望
を
エ
ン
ジ
ン
と
し
て
前
に
進
ん
で
い
く
面
が
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
エ
ン
ジ
ン
は
し
ば
し

ば
暴
走
し
、
大
き
な
惨
事
を
引
き
起
こ
し
て
い
く
。
日
本
に
大
き
な
傷
跡
を
残
し
た
一
九
八
〇
年
代
後
半

か
ら
の
バ
ブ
ル
景
気
や
、
昨
今
の
金
融
危
機
な
ど
、
現
代
で
も
こ
の
種
の
例
は
枚
挙
に
暇い
と
まが

な
い
。
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だ
か
ら
こ
そ
栄
一
は
、﹁
実
業
﹂
や
﹁
資
本
主
義
﹂
に
は
、
暴
走
に
歯
止
め
を
か
け
る
枠
組
み
が
必
要

だ
、
と
考
え
て
い
た
。

　

そ
の
手
段
が
、
本
書
の
タ
イ
ト
ル
に
も
あ
る
﹃
論
語
﹄
だ
っ
た
の
だ
。

﹃
論
語
﹄
は
、
中
国
の
春
秋
時
代
末
期
に
活
躍
し
た
孔
子
と
、
そ
の
弟
子
た
ち
の
言
行
録
で
あ
り
、
そ
の

卓
越
し
た
内
容
か
ら
後
世
、
中
国
や
日
本
、
韓
国
、
ベ
ト
ナ
ム
な
ど
の
各
国
に
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し
て

い
っ
た
。
い
ず
れ
の
国
に
お
い
て
も
、

﹁
人
は
ど
う
生
き
る
べ
き
か
﹂

﹁
ど
の
よ
う
に
振
舞
う
の
が
人
と
し
て
格

好
よ
い
の
か
﹂

　

を
学
ぼ
う
と
す
る
と
き
、
そ
の
基
本
的

教
科
書
に
な
っ
て
い
た
の
が
こ
の
古
典
だ

っ
た
。

　

栄
一
は
、
こ
の
﹃
論
語
﹄
の
教
え
を
、

実
業
の
世
界
に
植
え
込
む
こ
と
に
よ
っ
て
、

そ
の
エ
ン
ジ
ン
で
あ
る
欲
望
の
暴
走
を
事

渋沢栄一（1909 年）
資料提供：渋沢史料館
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前
に
防
ご
う
と
試
み
た
の
だ
。
本
書
の
ち
ょ
っ
と
奇
妙
な
タ
イ
ト
ル
﹃
論
語
と
算
盤
﹄
と
は
、
ま
さ
し
く

こ
の
思
想
を
体
現
し
て
い
る
。

　

こ
こ
で
現
代
に
視
点
を
移
し
て
、
昨
今
の
日
本
を
考
え
て
み
る
と
、
そ
の
﹁
働
き
方
﹂
や
﹁
経
営
に
対

す
る
考
え
方
﹂
は
、
グ
ロ
ー
バ
ル
化
の
影
響
も
あ
っ
て
実
に
多
様
化
し
て
い
る
。﹁
金
で
買
え
な
い
モ
ノ

は
な
い
﹂﹁
利
益
至
上
主
義
﹂
か
ら
﹁
企
業
の
社
会
的
責
任
を
重
視
せ
よ
﹂﹁
持
続
可
能
性
﹂
ま
で
さ
ま
ざ

ま
な
価
値
観
が
錯
綜
し
、
マ
ス
コ
ミ
か
ら
経
営
者
、
一
般
社
員
か
ら
ア
ル
バ
イ
ト
ま
で
そ
の
軋あ
つ

轢れ
き

の
な
か

で
右
往
左
往
せ
ざ
る
を
得
な
い
状
況
が
あ
る
。
そ
ん
な
な
か
で
、
わ
れ
わ
れ
日
本
人
が
、

﹁
渋
沢
栄
一
﹂

　

と
い
う
原
点
に
帰
る
こ
と
は
、
今
、
大
き
な
意
味
が
あ
る
と
筆
者
は
信
じ
て
い
る
。
こ
の
百
年
間
、
日

本
は
少
な
く
と
も
実
業
と
い
う
面
に
お
い
て
世
界
に
恥
じ
な
い
実
績
を
上
げ
続
け
て
き
た
。
そ
の
基
盤
と

な
っ
た
思
想
を
知
る
こ
と
が
、
先
の
見
え
な
い
時
代
に
確
か
な
指
針
を
与
え
て
く
れ
る
は
ず
だ
か
ら
だ
。

†
今
、
な
ぜ
現
代
語
訳
か
？

　

さ
て
、
本
書
は
そ
ん
な
﹃
論
語
と
算
盤
﹄
の
な
か
か
ら
重
要
部
分
を
選
び
、
現
代
語
に
訳
し
た
も
の
だ
。

　

栄
一
は
、
本
書
の
な
か
で
、
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。
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﹁︵﹃
論
語
﹄
を
小
難
し
く
と
ら
え
よ
う
と
す
る
学
者
は
︶
口
や
か
ま
し
い
玄
関
番
の
よ
う
な
も
の
で
、
孔
子

に
は
邪
魔
も
の
な
の
だ
。
こ
ん
な
玄
関
番
を
頼
ん
で
み
て
も
、
孔
子
に
面
会
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
﹂

　

こ
の
指
摘
を
借
り
て
い
え
ば
、
本
書
が
目
指
し
た
の
も
、
渋
沢
栄
一
家
の
よ
き
玄
関
番
に
外
な
ら
な
い
。

　

昨
今
は
、
漢
文
調
の
文
章
を
読
み
辛
い
と
感
じ
る
人
が
増
え
、
栄
一
と
い
う
近
代
屈
指
の
偉
人
と
出
会

い
に
く
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
だ
か
ら
こ
そ
、
中
学
生
で
も
気
軽
に
会
い
に
行
け
る
よ
う
な
、
そ
ん
な
玄

関
番
に
な
っ
て
、
栄
一
の
魅
力
を
ぜ
ひ
多
く
の
人
に
知
っ
て
欲
し
い
と
考
え
た
の
だ
。

　

ど
の
程
度
そ
の
試
み
が
成
功
し
て
い
る
か
は
、
読
者
か
ら
の
指
摘
を
待
つ
し
か
な
い
の
だ
が
、﹁
嚙か

み

砕
い
て
訳
し
す
ぎ
﹂﹁
超
訳
に
な
り
す
ぎ
﹂
と
い
っ
た
批
判
で
あ
れ
ば
、
若
い
人
を
精
一
杯
の
笑
顔
で
栄

一
に
案
内
し
よ
う
と
努
め
た
玄
関
番
の
咎と
が

と
し
て
、
甘
ん
じ
て
受
け
た
い
と
考
え
て
い
る
。

　

最
後
に
、﹃
論
語
と
算
盤
﹄
と
い
う
本
の
成
り
立
ち
に
つ
い
て
簡
単
に
触
れ
て
お
き
た
い
。

　

本
書
は
渋
沢
栄
一
が
書
い
た
わ
け
で
は
な
く
、
そ
の
講
演
の
口
述
を
ま
と
め
た
も
の
だ
。

　

一
八
八
六
年
、
渋
沢
栄
一
を
慕
う
人
々
が
竜り
ゆ

門う
も

社ん

と
い
う
組
織
を
作
っ
た
。
こ
れ
が
現
在
の
渋
沢
栄
一

記
念
財
団
の
前
身
と
な
っ
た
の
だ
が
、
こ
の
竜
門
社
が
﹃
竜
門
雑
誌
﹄
と
い
う
機
関
誌
を
発
刊
、
栄
一
の

講
演
の
口
述
筆
記
を
次
々
と
掲
載
し
て
い
っ
た
。
そ
の
な
か
か
ら
、
編
集
者
で
あ
り
実
用
書
の
著
者
で
も

あ
っ
た
梶
山
彬
が
、
九
十
項
目
を
選
ん
で
テ
ー
マ
別
に
編
集
し
た
の
が
本
書
に
な
る
。
大
正
五
︵
一
九
一
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六
︶
年
に
東
亜
堂
書
房
か
ら
発
行
さ
れ
、
以
後
、
国
書
刊
行
会
や
角
川
学
芸
出
版
か
ら
再
刊
さ
れ
て
も
い

る
。

　

渋
沢
栄
一
の
言
葉
を
編
ん
だ
本
は
こ
れ
ま
で
に
何
種
類
も
出
さ
れ
て
き
た
が
、
こ
の
﹃
論
語
と
算
盤
﹄

は
、
彼
の
自
叙
伝
で
あ
る
﹃
雨あ
ま

夜よ
が

譚た
り

﹄︵
岩
波
文
庫
︶
と
並
ん
で
、
も
っ
と
も
読
み
ご
た
え
の
あ
る
入
門

書
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。

　

な
お
、
本
書
の
記
述
の
中
で
、
年
代
に
関
し
て
栄
一
の
明
ら
か
に
記
憶
違
い
で
あ
ろ
う
と
い
う
も
の
に

関
し
て
は
、
訂
正
を
施
し
て
あ
る
。

　

最
後
に
、
本
書
の
刊
行
に
あ
た
っ
て
は
、
企
画
を
快
諾
し
て
頂
い
た
筑
摩
書
房
の
増
田
健
史
新
書
編
集

長
、
そ
し
て
編
集
担
当
の
小
船
井
健
一
郎
氏
、
さ
ら
に
は
渋
沢
栄
一
記
念
財
団
の
方
々―

特
に
井
上
潤

渋
沢
史
料
館
館
長
と
、
渋
澤
健
コ
モ
ン
ズ
投
信
会
長
に
多
大
な
る
御
指
導
と
御
助
力
を
頂
い
た
、
深
甚
な

る
謝
意
を
捧
げ
た
い
。


