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想　う　編集委員曽我豪に日　曜

絵・皆川明「手をつなぐ」

1
0
0
年
前
の
文
部
省
廃
止
論

高
橋
是
清
（
1
8
5
4
～
1
9
3
6
）
は
も

ち
ろ
ん
、
幾
度
と
な
く
戦
前
の
日
本
経
済
を
救

っ
た
希
代
の
国
際
金
融
政
治
家
で
あ
る
。
た

だ
、
も
う
ひ
と
つ
の
大
事
な
薪
が
あ
る
。
自
由

主
義
が
も
た
ら
す
恩
恵
を
倍
U
、
官
僚
主
義
や

軍
国
主
義
と
闘
っ
た
政
党
政
治
家
の
そ
れ
だ
。

な
か
で
も
面
月
躍
如
た
る
の
は
、
原
敬
内
閣

の
蔵
相
だ
っ
た
1
9
2
0
（
大
正
9
）
年
に
提

出
し
た
「
内
外
国
策
私
見
」
だ
ろ
う
。

第
1
次
世
界
大
戦
後
の
国
際
協
調
と
大
正
デ

モ
ク
ラ
シ
ー
の
時
代
だ
っ
た
。
そ
の
変
化
を
と

ら
え
、
内
閣
の
統
制
が
及
ば
な
い
陸
軍
参
謀
本

部
と
海
軍
軍
令
部
の
廃
止
や
、
農
商
務
省
か
ら

農
林
、
商
工
両
省
へ
の
改
編
な
ど
を
意
見
し

た
。
そ
の
ラ
ジ
カ
ル
さ
は
軍
部
の
反
発
を
恐
れ

た
原
首
相
が
印
刷
を
差
し
止
め
た
ほ
ど
だ
っ

た
。
後
に
高
橋
が
蔵
相
と
し
て
軍
事
予
算
の
増

大
に
抗
し
て
陸
軍
若
手
将
校
の
恨
み
を
買
い
、

2
・
2
6
事
件
に
倒
れ
た
こ
と
を
思
え
ば
、
歴
史

の
因
縁
で
も
あ
る
。

だ
が
先
見
性
に
富
ん
だ
「
私
見
」
の
射
程
は

そ
れ
に
と
ど
ま
ら
な
い
。
最
後
の
第
4
項
目
で

高
橋
は
、
文
部
省
の
「
全
国
画
一
的
」
な
教
育

行
政
を
憂
え
、
「
発
奮
努
力
の
精
神
を
喪
失
せ

し
む
る
」
弊
害
を
指
摘
し
て
こ
う
提
言
し
た
。

治
酎
酢
蛸
誹
開
謂
相
関
㈹
絹

か
も
し
れ
ぬ
。
だ
が
学
長
選
挙
も
内
部
行
政
も

文
部
省
の
手
を
煩
わ
せ
ず
大
学
に
自
治
の
精
神

を
発
揮
さ
せ
よ
。
官
立
大
学
の
特
典
を
廃
止
し

私
立
大
学
と
自
由
に
競
争
さ
せ
学
術
の
発
達
進

歩
を
計
れ
。
文
部
省
は
一
国
に
と
り
て
必
ず
し

も
必
要
欠
く
べ
か
ら
ざ
る
機
関
に
あ
ら
ず
。

結
論
は
表
題
に
明
白
だ
。

「
文
部
省
ヲ
廃
止
ス
ル
コ
ト
」

永
田
町
邦
際
で
ひ
ど
い
話
は
さ
ん
ざ
ん
見
聞

き
し
て
き
た
方
だ
が
、
今
回
の
文
部
科
学
省
の

天
下
り
あ
っ
せ
ん
問
題
に
は
息
を
の
む
。

亭
っ
ま
で
も
な
く
こ
の
役
所
は
、
私
立
大
学

に
対
し
設
置
認
可
な
ど
の
許
認
可
権
を
持
ち
補

助
金
を
交
付
す
る
立
場
だ
。
利
害
関
係
な
ど
と

い
う
の
は
生
や
さ
し
く
、
大
学
側
か
ら
み
れ
ば

ま
さ
に
生
殺
与
奪
の
権
を
握
る
「
特
権
」
的
な

存
在
な
の
で
あ
る
。

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
大
学
担
当
の
前
高
等
教

育
局
長
が
早
稲
田
大
へ
「
天
下
る
」
よ
う
組
織

的
に
あ
っ
せ
ん
し
て
い
た
。
官
製
談
合
事
件
の

反
省
か
ら
改
正
さ
れ
た
国
家
公
務
員
法
の
禁
止

の
ル
ー
ル
を
麟
み
に
じ
る
違
法
行
為
で
あ
る
。

し
か
も
現
職
の
事
務
次
官
が
審
議
官
だ
っ
た

時
に
あ
っ
せ
ん
に
関
与
し
て
お
り
辞
任
し
た
。

蹴
献
の
た
め
早
稲
田
大
に
口
止
め
し
、
口
裏
合

わ
せ
の
想
定
問
答
集
ま
で
用
意
し
て
い
た
。
そ

こ
ま
で
明
る
み
に
出
て
い
て
、
さ
す
が
に
調
査

絹
絹
鮒
虻
絹
鰻
頂
思
い
き
や
、

責
任
意
識
の
欠
如
で
あ
り
、
世
論
に
対
す
る

鈍
感
さ
で
あ
る
。
次
世
代
の
子
供
た
ち
を
育
て

る
教
育
に
お
い
て
、
不
平
等
と
か
特
権
と
い
っ

た
問
題
は
、
市
井
の
人
々
の
神
経
を
逆
な
で
せ

ず
に
は
お
か
な
い
。
そ
れ
は
、
不
正
入
学
問
題

が
大
統
領
引
き
ず
り
降
ろ
し
の
街
頭
デ
モ
に
火

を
付
け
た
韓
国
の
例
に
も
明
ら
か
だ
。

そ
れ
で
な
く
と
も
、
こ
の
役
所
の
場
合
、
時

代
の
変
化
と
並
走
し
よ
う
と
す
る
責
任
意
識
が

感
じ
ら
れ
な
い
。
昨
夏
の
参
院
選
で
の
1
8
歳
投

票
開
始
に
向
け
、
全
国
で
主
権
者
教
育
の
取
り

組
み
が
活
発
化
し
た
と
き
、
こ
の
役
所
は
指
導

書
や
通
知
で
「
教
員
が
個
人
的
な
主
義
主
張
を



述
べ
る
こ
と
は
避
け
る
」
と
繰
り
返
し
、
注
意

点
や
禁
止
、
競
制
を
事
細
か
く
列
挙
し
た
。

む
ろ
ん
、
極
端
な
政
治
的
支
持
や
反
対
を
教

え
込
む
教
育
は
論
外
だ
。
だ
が
主
権
者
教
育
と

は
、
自
由
な
議
論
と
試
行
錯
誤
に
よ
っ
て
最
適

解
を
探
し
出
す
も
の
だ
。
そ
の
時
代
的
意
義
よ

り
管
理
を
優
先
さ
せ
る
「
べ
か
ら
ず
集
」
は
結

局
、
学
校
現
場
の
「
発
奮
努
力
の
精
神
」
を
参

え
さ
せ
る
も
の
で
し
か
な
い
で
は
な
い
か
。

平
地
に
波
乱
を
起
こ
す
よ
う
な
廃
止
論
を
唱

え
る
も
の
で
は
な
い
。
だ
が
こ
う
は
思
う
。

な
ぜ
今
こ
の
時
代
こ
の
国
に
お
い
て
、
科
学

で
も
文
化
で
も
体
育
で
も
な
く
、
文
教
事
務
を

国
家
が
統
括
す
る
「
文
部
」
を
頭
に
冠
し
た
役

所
が
存
在
す
る
必
然
性
が
あ
る
の
か
。

責
任
を
負
う
べ
き
と
こ
ろ
で
身
を
か
わ
し
、

自
由
に
任
せ
る
べ
き
と
こ
ろ
で
管
理
を
持
ち
出

し
、
特
権
を
慎
む
べ
き
と
こ
ろ
で
守
ろ
う
と
す

る
。
そ
う
し
た
ち
ぐ
は
ぐ
な
行
動
様
式
を
改
め

な
い
限
り
、
そ
の
必
然
性
を
感
じ
さ
せ
る
こ
と

は
難
し
い
。
百
年
た
っ
て
も
、
「
必
要
欠
く
べ

か
ら
ざ
る
機
関
」
で
あ
る
こ
と
の
挙
証
責
任
は

他
で
も
な
い
、
文
部
官
僚
た
ち
に
あ
る
。


