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日
本
青
年
館
の
長
い
履
歴
の
間
に
、
人
は
、
そ
の
多
く
の
よ
い
成
績
を
あ
げ

る
で
あ
ら
う
。
だ
が
若
し
、
曾
て
数
年
間
連
続
し
て
春
秋
毎
に
催
し
た
郷
土

舞
踊
・
民
謡
の
会
を
あ
げ
る
こ
と
を
忘
れ
た
ら
、
私
な
ど
、
そ
の
人
の
採
点

法
を
大
い
に
疑
ふ
だ
ら
う
。
日
本
青
年
館
本
来
の
目
的
か
ら
派
生
し
た
枝
葉

の
事
業
で
は
あ
つ
た
ら
う
け
れ
ど
、
あ
の
為
事
な
ど
は
、
か
う
言
ふ
団
体
で

さ
う
し
さ
う
で
居
て
、
か
う
言
ふ
団
体
が
、
さ
う
し
な
い
で
過
す
や
う
な
種

類
の
も
の
で
あ
つ
た
。
日
本
の
農
山
海
村
の
持
つ
て
ゐ
る
古
典
的
な
生
活
文

化
を
、
一
往
吟
味
し
直
さ
う
と
言
ふ
気
持
ち
か
ら
出
て
、
結
局
日
本
人
の
芸

能
文
化
に
通
ず
る
、
普
遍
的
な
要
素
を
発
見
し
て
驚
く
こ
と
が
屡
で
あ
つ
た
。

我
々
に
さ
う
言
ふ
心
持
ち
の
起
る
毎
に
、
青
年
館
の
存
在
に
ど
れ
ほ
ど
意
義
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を
感
じ
た
か
知
れ
な
い
。
さ
う
し
て
其
は
却
て
、
あ
り
難
迷
惑
に
思
つ
た
人

が
あ
つ
た
と
し
た
ら
、
ど
う
だ
ら
う
。
併
し
戦
争
前
の
世
間
に
は
、
さ
う
し

た
庶
民
生
活
に
理
会
乏
し
い
人
た
ち
が
居
た
。
そ
れ
が
民
間
事
業
な
ど
に
関

係
し
て
、
こ
じ
れ
た
固
定
し
た
理
論
を
以
て
、
自
分
の
識
者
ら
し
さ
を
誇
示

し
よ
う
と
し
た
。
さ
う
言
ふ
考
へ
方
か
ら
は
、
国
の
芸
能
文
化
な
ど
は
、
何

の
反
省
の
資
料
に
も
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

今
は
か
う
言
ふ
世
の
中
に
な
つ
た
。
我
々
は
出
来
る
だ
け
早
く
、
和
や
か
で

礼
譲
深
い
、
而
も
節
度
あ
る
生
活
を
と
り
戻
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
宗
教

は
か
う
言
ふ
時
の
為
に
用
意
せ
ら
れ
た
救
ひ
で
あ
る
。
だ
が
日
本
の
国
の
様

に
、
前
か
ら
あ
る
宗
教
に
権
威
は
感
ぜ
ず
、
新
し
く
興
り
来
る
信
仰
は
無
難

に
育
て
あ
げ
て
行
か
な
い
国
、
か
う
言
ふ
状
態
で
完
備
し
た
宗
教
生
活
な
ど
、
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急
に
求
め
て
得
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
我
々
が
宗
教
に
期
待
す
る
所
は
単
に

其
だ
け
で
は
勿
論
な
い
の
だ
が
、
か
う
言
ふ
際
、
一
等
宗
教
か
ら
と
り
入
れ

る
こ
と
の
出
来
る
救
ひ
は
、
そ
の
与
へ
る
和
や
か
で
、
礼
譲
が
あ
り
、
節
度

を
欠
か
ぬ
、
生
活
の
基
に
な
る
力
で
あ
る
。
今
の
と
こ
ろ
急
に
新
し
い
宗
教

か
ら
、
其
を
受
容
す
る
こ
と
が
出
来
ぬ
と
す
れ
ば
、
せ
め
て
古
い
宗
教
か
ら

で
も
、
或
は
、
宗
教
系
統
の
も
の
か
ら
で
も
、
さ
う
し
た
生
活
を
導
い
て
来

る
外
は
な
か
ら
う
。

御
存
じ
の
と
ほ
り
、
我
が
国
土
に
散
在
す
る
農
山
海
村
に
は
、
古
い
信
仰
が

生
活
規
範
と
な
つ
て
、
匂
は
し
く
、
懐
し
い
、
手
堅
い
習
俗
を
作
つ
て
来
て

ゐ
る
。
た
と
へ
ば
、
あ
る
村
の
冬
の
山
祭
り
に
は
、
巨
人
が
出
て
来
て
踊
り

遊
ぶ
芸
能
が
行
は
れ
る
。
あ
る
部
落
の
山
の
堂
の
初
春
の
仏
事
に
は
、
田
楽
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や
猿
楽
の
俤
の
、
身
に
沁
み
て
感
ぜ
ら
れ
る
や
う
な
舞
踊
や
、
歌
謡
が
残
つ

て
ゐ
る
。
又
盂
蘭
盆
の
法
会
に
伴
ふ
、
国
中
到
る
処
の
踊
り
や
、
踊
り
唄
は
、

殆
す
べ
て
が
か
は
つ
て
ゐ
る
と
言
つ
て
よ
い
ほ
ど
、
個
々
の
特
色
を
示
し
て

ゐ
な
が
ら
、
い
ま
だ
に
催
さ
れ
て
ゐ
る
。
さ
う
言
ふ
年
中
行
事
に
触
れ
る
村

び
と
は
、
そ
の
都
度
村
人
と
し
て
の
感
情
を
深
く
身
に
沁
ま
せ
る
の
で
あ
つ

た
。
此
が
ど
ん
な
に
、
過
去
の
地
方
人
を
、
美
し
く
古
い
文
化
に
生
き
る
地

方
人
と
し
て
、
生
き
か
た
を
感
じ
さ
せ
て
居
た
こ
と
で
あ
ら
う
。

今
我
々
の
中
、
誰
が
生
き
か
た
を
深
く
思
う
て
ゐ
る
だ
ら
う
か
。
生
き
甲
斐

な
き
世
に
生
き
の
た
つ
き
を
見
出
し
て
行
か
ね
ば
な
ら
ぬ
。
詮
な
く
て
生
き

ね
ば
な
ら
ぬ
と
言
ふ
や﹅
る﹅
せ﹅
な﹅
い﹅
境
遇
に
忽
然
と
し
て
我
々
は
居
る
こ
と
に

な
つ
た
の
で
あ
る
。
地
方
人
の
生
き
か
た
は
都
会
に
浮
き
草
の
様
な
生
活
を
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営
む
月
給
と
り
や
、
日
な
し
の
職
人
の
や
う
な
根
の
な
い
生
活
は
し
て
居
な

い
筈
だ
。
値
廉
い
耳
目
口
舌
の
娯
し
み
は
、
都
会
人
を
和
や
か
で
礼
節
あ
る

生
活
か
ら
離
れ
さ
せ
た
。
其
上
今
度
は
、
過
去
の
文
化
か
ら
き﹅
り﹅
ほ﹅
ど﹅
い﹅
た﹅

様
な
紛
乱
が
襲
つ
て
来
た
。
か
う
言
ふ
生
活
様
式
が
、
野
山
海
川
の
際
々
ま

で
お
し
ひ
ろ
が
つ
て
行
つ
た
。

が
つ
し
り
し
た
生
活
の
根
を
失
は
ぬ
農
山
海
村
の
人
々
が
何
よ
り
も
望
ま
し

い
の
は
、
過
去
の
生
き
か
た
を
と
り
戻
し
て
、
深
く
輝
く
生
活
に
這
入
る
こ

と
で
あ
る
。

以
前
戦
争
最
中
に
、
と
も
あ
れ
戦
争
が
す
ん
だ
ら
、
村
々
の
青
年
層
は
、
荒

ん
だ
生
活
様
式
を
、
外
地
か
ら
齎
し
還
つ
て
来
る
だ
ら
う
、
も﹅
と﹅
の
美
し
い

生
活
が
再
現
せ
ら
れ
る
の
は
、
容
易
で
あ
る
ま
い
と
想
像
し
て
ゐ
た
。
其
推
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測
よ
り
も
、
も
つ
と
わ
る
い
状
態
に
我
々
は
な
つ
て
居
る
の
で
あ
る
。
ど
ん

な
に
か
努
力
を
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ら
う
が
、
ど
れ
程
苦
心
を
し
て
ゐ

て
も
、
も
と
の
匂
は
し
い
地
方
の
古
典
文
化
を
、
生
活
の
上
に
再
と
り
戻
さ

な
く
て
は
な
ら
な
い
。
も
う
此
上
、
日
本
の
国
を
わ
る
く
し
て
は
、
な
ら
ぬ

の
で
あ
る
。
青
年
を
守
れ
と
言
ひ
た
い
。
そ
の
心
ぐ
み
を
、
国
民
は
持
た
ね

ば
な
ら
ぬ
。
年
よ
り
は
年
よ
り
で
、
世
の
中
の
中
堅
に
な
つ
て
ゐ
る
中
年
階

級
は
、
次
代
に
深
い
望
み
を
寄
せ
て
よ
い
。
女
性
た
ち
は
女
性
た
ち
で
、
母

の
心
又
は
、
世
の
中
を
幸
福
に
す
る
娘
ご
ゝ
ろ
を
以
て
、
青
年
た
ち
に
よ
い

望
み
を
持
た
せ
る
や
う
に
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
其
中
殊
に
中
年
階
級
の
人
た
ち

は
、
後
続
者
に
対
し
て
、
よ
い
継
承
者
と
し
て
之
に
信
頼
す
る
心
を
持
つ
て

欲
し
い
も
の
で
あ
る
。
或
は
、
自
分
等
の
、
其
年
代
に
あ
つ
て
、
疎
か
に
し
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て
居
た
方
面
な
ど
へ
も
、
十
分
に
向
は
せ
る
気
に
な
つ
て
貰
ひ
た
い
も
の
で

あ
る
。
さ
う
言
ふ
方
面
に
殊
に
、
民
俗
芸
能
が
、
大
き
く
出
て
来
る
。
地
方

の
青
年
が
、
戦
争
中
か
ら
の
関
心
が
、
戦
後
に
引
き
続
い
て
高
ま
つ
て
来
て

ゐ
る
の
は
、
演
劇
で
あ
る
。
此
は
相
当
に
価
値
の
あ
る
為
事
で
あ
り
、
あ
る

方
面
で
は
効
果
も
あ
が
つ
て
ゐ
る
が
、
思
ひ
の
外
に
不
満
の
声
も
聞
え
て
来

る
。
指
導
者
が
な
い
、
脚
本
が
な
い
、
意
欲
が
な
い
…
…
な
い
〳
〵
尽
し
の

抗
議
が
あ
る
。
此
は
一
つ
に
、
世
間
に
堪
へ
じ﹅
や﹅
う﹅
が
な
い
こ
と
を
示
し
て

ゐ
る
訣
だ
が
、
　
　
主
と
し
て
、
歴
史
が
な
い
と
言
ふ
こ
と
に
基
い
た
欠
陥

が
、
あ
げ
ら
れ
て
来
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
用
意
が
乏
し
く
、
演
技
者
の
欲
望

が
、
劇
団
や
劇
を
支
配
し
て
ゐ
る
と
言
ふ
点
に
、
問
題
が
あ
る
訣
だ
。
か
う

言
ふ
際
は
、
「
だ
か
ら
此
方
の
方
に
し
た
が
よ
い
の
だ
」
と
言
つ
た
言
ひ
方
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が
行
は
れ
る
の
が
通
例
で
あ
る
。
だ
が
、
す
べ
て
に
さ
う
言
ふ
も
の
で
は
な

い
。
地
方
演
劇
に
は
、
さ
う
言
ふ
欠
陥
が
あ
つ
て
も
、
今
に
其
は
矯
正
せ
ら

れ
て
行
く
だ
ら
う
。
だ
が
其
と
同
時
に
、
今
暫
ら
く
の
間
、
其
点
の
補
ひ
と

な
り
、
又
別
に
独
立
し
て
繁
栄
し
て
ゆ
く
筈
の
命
を
持
つ
た
も
の
が
あ
る
。

其
が
民
俗
芸
能
な
の
だ
。
此
方
に
多
く
の
場
合
、
不
用
意
に
行
う
て
も
、
大

し
て
破
綻
の
起
ら
ぬ
だ
け
の
馴
れ
と
言
ふ
も
の
を
持
つ
て
ゐ
る
。
演
技
者
の

素
朴
な
欲
望
が
、
芸
を
破
ら
な
い
だ
け
の
整
備
が
保
た
れ
て
来
て
ゐ
る
。
相

当
な
年
月
を
、
村
々
の
間
に
経
過
し
て
来
て
ゐ
る
の
で
、
こ
と
新
し
く
演
出

指
導
も
、
台
本
も
い
ら
な
い
。
唯
草
の
香
や
、
山
霧
や
、
波
の
響
き
の
中
に
、

長
い
年
月
を
通
し
て
ゐ
る
の
で
、
意
欲
な
ど
は
、
夙
く
の
昔
に
消
耗
し
て
ゐ

る
。
新
世
代
の
適
応
性
を
求
め
る
の
は
、
聊
か
無
理
を
感
じ
る
部
分
も
あ
る
。
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が
一
方
、
年
齢
文
化
そ
の
他
其
相
応
の
古
典
と
言
ふ
も
の
が
、
人
々
に
与
へ

ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
地
方
の
若
者
は
地
方
の
若
者
な
り
に
、
古
典
的
な
喜
び

を
与
へ
る
と
言
ふ
こ
と
が
、
ど
う
か
す
る
と
忘
ら
れ
勝
ち
で
あ
る
。
さ
う
言

ふ
適
度
の
古
典
的
生
活
を
与
へ
な
い
こ
と
が
、
青
年
の
心
を
ど
れ
だ
け
、
塵

埃
に
し
、
泥
土
に
し
て
来
て
ゐ
る
か
知
れ
な
い
の
で
あ
る
。
こ
ゝ
に
心
づ
い

て
、
出
直
す
時
が
今
な
の
で
は
な
い
か
。
乱
離
・
流
寓
・
飢
餓
・
困
憊
の
最

な
か
に
あ
つ
て
、
何
の
古
典
だ
と
言
ふ
人
が
あ
る
か
も
知
ら
ぬ
。
併
し
今
な

れ
ば
こ
そ
、
急
速
に
其
を
求
め
ね
ば
な
ら
ぬ
の
で
あ
る
。

又
其
だ
け
の
効
果
も
、
今
な
れ
ば
こ
そ
、
目
に
見
え
て
あ
が
つ
て
来
よ
う
と

い
ふ
も
の
で
あ
る
。
民
俗
芸
能
興
る
べ
き
時
で
あ
る
。
民
俗
舞
踊
民
謡
が
、

ま
づ
地
方
生
活
を
匂
は
し
く
す
る
は
ず
の
時
が
来
向
う
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
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