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は
し
が
き

新
潟
県
の
生
ん
だ
先
駆
者
た
ち
、
特
に
思
想
家
に
つ
い
て
は
、
以
前
か
ら
興
味
を
も
っ
て
い
た
。
た
だ
、
そ
れ
を
一

冊
の
著
書
に
ま
と
め
て
み
よ
う
と
考
え
た
の
は
、
ご
く
最
近
の
こ
と
で
あ
る
。

以
前
、
山
形
県
庄
内
地
方
の
大
学
に
関
係
し
て
い
た
と
き
に
、『
公
益
の
種
を
蒔
い
た
人
び
と
─
─
「
公
益
の
故
郷
・

庄
内
」
の
偉
人
た
ち
─
─
』（
東
北
出
版
企
画
、
二
〇
〇
七
年
）
を
上
梓
し
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
山
形
県
の
す
す
め
と
、

庄
内
を
離
れ
る
置
き
み
や
げ
の
よ
う
な
気
持
と
か
ら
ご
く
短
い
期
間
で
書
き
上
げ
た
著
書
で
あ
っ
た
。

そ
の
際
、
い
ず
れ
機
会
が
あ
っ
た
ら
、
新
潟
県
の
生
ん
だ
先
駆
者
・
思
想
家
の
こ
と
も
書
い
て
み
た
い
、
と
思
っ
た

り
も
し
た
。
そ
の
後
、
勤
務
先
の
白
梅
学
園
の
機
関
誌
『
地
域
と
教
育
』
に
保
育
園
の
先
駆
者
・
赤
澤
鍾あ

つ
と
み美

の
小
伝
、

五
泉
市
の
地
域
紙
『
五
泉
市
民
新
聞
』
に
、
五
泉
市
と
そ
の
周
辺
出
身
の
人
物
と
し
て
式
場
隆
三
郎
と
吉
田
東
伍
の
小

伝
を
書
い
た
こ
と
は
あ
っ
た
。
そ
の
後
、
多
忙
さ
の
中
に
、
こ
の
課
題
に
つ
い
て
は
棚
上
げ
に
な
り
、
筆
を
執
る
こ
と

は
な
く
な
っ
た
。

し
か
る
に
、
た
ま
た
ま
昨
年
の
夏
以
降
多
少
時
間
的
余
裕
が
で
き
た
時
に
、
私
自
身
の
年
齢
を
考
え
る
と
、
こ
の
機

会
を
逃
す
と
次
の
時
間
的
ゆ
と
り
が
い
つ
や
っ
て
来
る
か
分
か
ら
な
い
の
で
、
未
処
理
の
課
題
を
一
つ
ず
つ
処
理
す
る

こ
と
に
し
た
。
そ
の
限
ら
れ
た
時
間
で
、
最
初
に
取
り
組
み
、
書
き
あ
げ
た
の
が
今
回
の
七
人
の
生
涯
と
思
想
で
あ
る
。

よ
く
知
ら
れ
た
人
は
避
け
て
、
優
れ
た
業
績
が
あ
る
の
に
、
一
般
に
は
周
知
さ
れ
て
い
な
い
人
や
正
確
に
理
解
さ
れ
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て
い
な
い
人
に
絞
っ
た
。
よ
く
知
ら
れ
た
人
も
含
ま
れ
て
い
る
が
、
そ
の
場
合
は
専
門
家
の
間
に
も
未
解
明
の
点
の
目

立
つ
人
に
限
っ
た
。
こ
の
点
は
上
述
の
庄
内
地
方
の
人
物
を
取
り
上
げ
た
時
も
同
様
の
姿
勢
で
あ
っ
た
。

今
回
取
り
上
げ
た
七
人
に
あ
る
程
度
共
通
す
る
こ
と
は
、
新
潟
の
幼
少
年
時
代
に
郷
里
と
の
つ
な
が
り
を
強
く
意
識

さ
せ
ら
れ
て
い
る
こ
と
、
ま
た
そ
の
時
代
に
自
分
の
将
来
に
向
け
て
夢
な
り
目
的
意
識
な
り
を
持
ち
始
め
た
こ
と
で
あ

る
。
新
潟
と
い
っ
て
も
、
地
域
に
よ
っ
て
環
境
も
状
況
も
一
つ
で
は
な
い
が
、
七
人
は
い
ず
れ
も
北
方
の
雪
国
と
い
う

厳
し
い
条
件
を
共
通
に
背
負
っ
て
育
っ
た
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
郷
里
と
の
絆
を
意
識
し
つ
つ
、
将
来
に
向
け
て
作

家
、
歌
人
な
ど
の
夢
・
大
志
を
抱
く
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
れ
だ
け
に
、
七
人
と
も
雪
国
の
新
潟
時
代
を
抜
き
に
は
そ
れ
ぞ
れ
の
生
涯
も
、
ま
た
思
想
形
成
も
、
語
る
こ
と
が

で
き
な
い
人
た
ち
で
あ
る
。
そ
れ
に
、
多
く
が
若
く
し
て
結
果
・
成
果
を
出
す
な
ど
早
熟
で
あ
っ
た
こ
と
も
、
印
象
深

く
心
に
焼
き
付
い
て
い
る
。

今
回
、
そ
の
七
人
の
他
に
執
筆
対
象
と
し
て
念
頭
に
去
来
し
た
人
た
ち
に
は
、
先
の
赤
澤
、
式
場
、
吉
田
の
他
に
は
、

稲
村
隆
一
・
順
三
、
内
山
愚
童
、
江
部
鴨
村
、
大
倉
喜
八
郎
、
大
関
松
三
郎
、
西
脇
順
三
郎
、
前
島
密
、
牧
口
常
三
郎

た
ち
が
い
る
。
た
だ
今
回
は
七
人
で
予
定
の
紙
数
を
優
に
超
え
て
し
ま
っ
た
の
で
、
諦
め
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。
次
の

機
会
が
あ
れ
ば
、
女
性
も
是
非
取
り
上
げ
た
い
と
思
っ
て
は
い
る
が
、
残
念
な
が
ら
適
任
者
が
容
易
に
は
浮
か
ば
な
か

っ
た
。

い
つ
も
の
こ
と
な
が
ら
、
執
筆
す
る
以
上
、
従
来
不
十
分
だ
っ
た
点
、
未
解
明
で
あ
っ
た
点
、
誤
っ
て
理
解
さ
れ
て

き
た
点
等
に
も
力
点
を
置
く
の
で
、
や
や
専
門
的
に
過
ぎ
る
部
分
も
出
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
心
配
し
て
い
る
。
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ま
た
、
一
章
ご
と
に
独
立
し
て
ま
と
め
て
い
る
の
で
、
相
馬
御
風
、
小
川
未
明
、
大
杉
栄
ら
の
よ
う
に
、
横
の
つ
な

が
り
の
強
か
っ
た
人
た
ち
に
関
し
て
は
、
同
じ
話
題
・
同
じ
議
論
を
取
り
上
げ
る
必
要
も
出
て
く
る
。
そ
の
際
は
、
若

干
の
相
違
を
際
だ
た
せ
る
程
度
で
、
重
複
を
厭
わ
ず
く
り
返
し
同
じ
説
明
を
行
っ
た
と
こ
ろ
が
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
小
著
で
も
、
完
成
す
る
ま
で
に
は
多
く
の
人
た
ち
や
図
書
館
・
資
料
館
・
古
書
店
の
お
世
話
に
な
っ
た
。

い
ち
い
ち
名
前
は
記
さ
な
い
が
、
そ
の
よ
う
な
多
く
の
人
た
ち
の
御
教
示
・
御
支
援
な
し
に
は
、
本
書
の
上
梓
は
か
な

わ
な
か
っ
た
。
お
世
話
に
な
っ
た
皆
様
に
は
心
か
ら
感
謝
を
申
し
上
げ
る
次
第
で
あ
る
。

こ
れ
ま
で
、
編
者
を
務
め
た
著
書
を
含
め
る
と
、
私
は
一
〇
冊
以
上
の
著
書
・
編
著
を
論
創
社
の
お
世
話
に
な
っ
て

き
た
。
今
回
も
ま
た
同
社
の
お
世
話
に
な
る
こ
と
に
な
っ
た
。
特
に
今
回
は
内
容
や
文
章
全
体
に
わ
た
っ
て
丁
重
な
ご

教
示
を
頂
い
た
。
同
社
社
長
の
森
下
紀
夫
さ
ん
の
ご
厚
情
に
心
か
ら
御
礼
と
感
謝
を
申
し
上
げ
た
い
。

私
は
自
分
で
は
新
潟
県
の
出
身
と
思
っ
て
い
る
が
、
新
潟
の
こ
と
に
関
し
て
は
狭
く
浅
い
知
識
・
情
報
し
か
持
ち
合

わ
せ
て
い
な
い
。
む
し
ろ
知
ら
な
い
こ
と
の
方
が
多
い
。
そ
れ
だ
け
に
、
新
潟
の
研
究
に
専
門
的
に
打
ち
込
ん
で
い
る

人
、
新
潟
に
長
く
住
ん
で
い
る
人
か
ら
み
た
ら
、
誤
っ
て
い
る
こ
と
、
不
十
分
な
こ
と
、
あ
る
い
は
偏
っ
て
い
る
こ
と

も
少
な
く
な
い
と
思
う
。
そ
れ
ら
に
つ
い
て
は
ご
教
示
・
ご
指
導
を
頂
け
れ
ば
幸
い
と
願
っ
て
い
る
。

　
　
　
　

二
〇
一
六
年
四
月

小
松
隆
二　
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は
じ
め
に
─
─
地
方
生
活
者
と
し
て
文
化
・
文
学
を
発
信
し
続
け
た
人

新
潟
県
の
生
ん
だ
社
会
思
想
家
の
中
で
は
、
相そ

う

馬ま

御ぎ
ょ

風ふ
う

（
一
八
八
三
〜
一
九
五
〇
）
は
、
地
方
を
拠
点
と
す
る
独
特

の
生
き
方
を
し
、
ま
た
一
三
〇
余
の
著
作
を
は
じ
め
、
他
に
劣
ら
ぬ
秀
で
た
足
跡
・
業
績
を
い
く
つ
も
残
し
た
思
想
家

と
し
て
忘
れ
ら
れ
な
い
。

御
風
と
い
え
ば
、
早
稲
田
大
学
校
歌
「
都
の
西
北
」、「
カ
チ
ュ
ー
シ
ャ
の
唄
」（
島
村
抱
月
と
の
合
作
）、
童
謡
「
春

よ
来
い
」
等
の
作
詞
者
と
し
て
、
ま
た
良
寛
の
研
究
者
と
し
て
、
さ
ら
に
地
方
に
拠
点
を
置
き
、
地
方
生
活
を
享
受
し

つ
つ
、
地
方
か
ら
俯
瞰
・
発
信
を
続
け
た
人
と
し
て
も
知
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
も
、
大
都
会
や
中
央
に
生
活
し
た
ま
ま

地
方
の
側
に
立
つ
の
で
は
な
く
、
ま
た
、
た
ま
た
ま
以
前
か
ら
地
方
に
生
活
し
て
い
た
の
で
地
方
の
側
に
立
つ
の
で
も

な
く
、
意
識
し
て
東
京
を
捨
て
て
郷
里
・
地
方
に
戻
り
、
そ
の
地
を
生
活
拠
点
、
終
の
棲
家
に
定
め
な
お
し
て
の
地
方

か
ら
の
俯
瞰
・
発
信
で
あ
っ
た
。
そ
の
点
が
特
に
留
意
さ
れ
て
よ
い
。

御
風
の
こ
と
で
一
般
に
は
余
り
知
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
で
、
留
意
す
べ
き
こ
と
に
、
ア
ナ
キ
ス
ト
・
評
論
家
・
思
想

家
で
、
同
県
人
の
大
杉
栄
と
の
論
争
が
あ
る
。
御
風
が
東
京
を
捨
て
る
直
前
に
展
開
さ
れ
た
も
の
で
、
外
見
で
は
そ
の

実
相
が
分
か
り
に
く
か
っ
た
。
御
風
が
東
京
を
捨
て
た
の
は
大
杉
の
厳
し
い
批
判
の
せ
い
で
あ
る
な
ど
と
い
っ
た
、
こ

れ
ま
で
考
え
ら
れ
て
き
た
ほ
ど
、
実
は
、
二
人
の
論
争
は
、
後
味
の
悪
い
形
で
終
わ
っ
た
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
正
々

堂
々
と
渡
り
合
い
、
最
後
は
認
め
合
い
、
譲
り
合
っ
て
幕
引
き
と
な
っ
て
い
る
。
議
論
の
推
移
や
内
容
も
、
ま
た
結
末
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も
、
従
来
言
わ
れ
て
き
た
こ
と
と
は
異
な
り
、
あ
る
意
味
で
は
思
想
史
・
運
動
史
に
も
記
録
す
べ
き
さ
わ
や
か
な
展
開

で
終
っ
た
の
で
あ
る
。

御
風
は
、
同
郷
の
童
話
作
家
・
小
川
未
明
と
は
同
世
代
で
、
高
田
中
学
校
で
も
、
早
稲
田
大
学
で
も
、
同
時
期
に
学

び
、
交
流
も
、
信
頼
関
係
も
篤
か
っ
た
。
お
互
い
に
相
手
抜
き
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
活
動
や
思
想
も
語
れ
な
い
ほ
ど
で

あ
る
。

二
人
は
早
熟
で
、
早
期
に
才
能
の
一
端
を
開
花
さ
せ
、
注
目
さ
れ
た
も
の
同
士
で
も
あ
っ
た
。
若
い
時
か
ら
良
き
ラ

イ
バ
ル
で
あ
り
、
ま
た
エ
ー
ル
を
送
り
合
う
良
き
支
援
者
同
士
で
も
あ
っ
た
。
本
書
で
取
り
上
げ
た
同
じ
早
稲
田
大
学

関
係
者
の
一
人
で
あ
る
市
島
謙
吉
は
、
大
先
輩
と
し
て
御
風
ら
に
も
よ
く
目
を
か
け
て
く
れ
た
。

御
風
の
早
熟
の
例
と
し
て
、
ま
ず
彼
の
最
初
の
著
書
の
出
版
が
二
二
歳
の
時
で
あ
っ
た
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
る
。
そ
し

て
早
稲
田
大
学
校
歌
の
作
詞
を
大
学
卒
業
の
年
に
依
頼
さ
れ
、
発
表
さ
れ
る
の
が
そ
の
年
の
秋
、
二
四
歳
の
時
で
あ
っ

た
こ
と
に
も
驚
か
さ
れ
る
。
校
歌
の
歌
詞
に
み
ら
れ
る
理
想
の
高
さ
と
現
実
へ
の
厳
し
い
眼
、
思
想
の
円
熟
ぶ
り
、
全

体
の
ス
ケ
ー
ル
の
大
き
さ
な
ど
は
、
二
〇
代
前
半
の
青
年
が
創
り
出
し
た
詩
と
は
と
て
も
思
え
な
い
ほ
ど
で
あ
る
。

実
際
に
、「
都
の
西
北
」
は
、
そ
の
雄
大
な
ス
ケ
ー
ル
の
詩
と
曲
に
よ
っ
て
、
卒
業
生
の
み
か
、
多
く
の
人
た
ち
に

よ
っ
て
愛
唱
さ
れ
続
け
て
い
る
。
こ
の
詩
一
つ
だ
け
で
も
、
永
く
名
の
残
る
人
で
あ
る
。

御
風
は
、
活
躍
し
て
い
る
さ
中
に
、
外
見
的
に
は
突
然
、
捨
て
る
よ
う
に
東
京
を
離
れ
、
郷
里
・
糸
魚
川
に
「
還
元
」

し
た
。
以
後
、
生
涯
を
そ
の
地
で
過
ご
す
。
帰
郷
と
共
に
発
表
し
た
『
還
元
録
』（
春
陽
堂
、
一
九
一
六
年
）
に
み
ら
れ

る
東
京
お
よ
び
そ
こ
で
の
自
ら
の
処
し
方
に
対
す
る
厳
し
い
自
己
批
判
の
姿
勢
と
は
異
な
り
、
糸
魚
川
に
戻
っ
て
か
ら
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