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六
一

は
じ
め
に

野
上
彌
生
子
（
一
八
八
五
〜
一
九
八
五
）
は
白
寿
の
現
役
作
家
と
し
て
知
ら
れ
、

「
海
神
丸
」（
一
九
二
二
）、「
迷
路
」（
一
九
三
六
〜
一
九
五
六
）、「
秀
吉
と
利
休
」（
一

九
六
二
〜
三
）
な
ど
、
人
間
へ
の
信
頼
に
満
ち
た
骨
太
の
作
品
を
残
し
た
。
そ
の
一

方
で
児
童
文
学
の
世
界
で
も
、
明
治
末
期
か
ら
太
平
洋
戦
争
直
後
に
か
け
て
の
ほ
ぼ

四
〇
年
の
間q

に
、
長
短
合
わ
せ
八
十
編
近
く
を
書
き
、
翻
訳
を
含
め
て
十
冊
を
越
え

る
単
行
本
を
残
し
て
い
る
。

そ
の
始
ま
り
は
「
少
女
の
友
」
掲
載
の
「
桃
咲
く
郷
」（
一
九
一
一
）
か
ら
の
六
編

の
少
女
小
説
で
、
彌
生
子
の
初
め
て
の
書
き
下
ろ
し
単
行
本
『
人
形
の
望
』（「
愛
子

叢
書
」
第
五
編
　
一
九
一
四
）
も
こ
こ
に
含
ま
れ
る
。
や
が
て
一
九
一
八
（
大
正
七
）

年
七
月
、
鈴
木
三
重
吉
が
「
赤
い
鳥
」
を
創
刊
す
る
と
、「〈
赤
い
鳥
〉
の
運
動
に
賛

同
せ
る
作
家
」
の
唯
一
の
女
性
と
し
て
多
く
の
夏
目
漱
石
門
弟
と
共
に
名
を
連
ね
て

い
る
。「
赤
い
鳥
」
の
後
は
、
少
女
小
説
か
ら
離
れ
、
性
別
を
限
定
し
な
い
作
品
を

婦
人
雑
誌
の
子
ど
も
欄
を
中
心
に
執
筆
し
た
。
ま
た
幼
年
雑
誌
「
コ
ド
モ
ア
サ
ヒ
」

に
は
一
九
三
二
（
昭
和
七
）
年
か
ら
一
九
三
六
（
同
一
一
）
年
の
五
年
間
で
、「
赤
ち

や
ん
」「
象
の
お
は
な
し
二
つ
」
な
ど
毎
月
の
よ
う
に
執
筆
し
、
作
品
数
は
三
十
編

を
越
え
た
。
現
在
で
も
岩
波
少
年
文
庫
に
彌
生
子
訳
の
「
ギ
リ
シ
ア
・
ロ
ー
マ
神
話
」

が
収
め
ら
れ
、
彌
生
子
が
初
邦
訳
を
し
た
「
ハ
イ
ヂ
」（「
世
界
少
年
文
学
名
作
集
」

一
九
二
〇
）
は
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
で
も
人
気
を
集
め
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
彌
生
子

の
児
童
文
学
に
お
け
る
功
績
は
も
っ
と
評
価
さ
れ
て
良
い
。

本
稿
で
は
、
長
き
に
わ
た
る
児
童
文
学
執
筆
の
背
景
に
あ
る
彌
生
子
の
子
ど
も
観

を
探
り
、
次
い
で
そ
の
児
童
文
学
観
を
考
察
す
る
。
そ
の
際
の
資
料
は
、
彌
生
子
が

残
し
た
日
記
の
中
の
読
書
体
験
で
あ
る
。
そ
の
中
か
ら
こ
こ
で
は
大
正
期
を
中
心
に

論
ず
る
。
こ
の
時
期
は
、
彌
生
子
が
我
が
子
を
育
て
る
こ
と
で
実
感
を
持
っ
て
児
童

文
学
に
向
き
合
っ
て
い
た
は
ず
だ
か
ら
で
あ
る
。
野
上
文
学
の
児
童
文
学
に
お
け
る

一
面
を
明
ら
か
に
し
て
い
け
れ
ば
と
思
う
。

（
一
）
彌
生
子
の
子
ど
も
観

野
上
彌
生
子
は
一
九
〇
七
（
明
治
四
〇
）
年
二
月
「
ホ
ト
ト
ギ
ス
」
掲
載
の
「
縁
」

で
小
説
家
と
し
て
デ
ビ
ュ
ー
し
た
。
そ
の
後
一
九
一
〇
（
同
四
三
）
年
に
長
男
、
三

年
後
に
次
男
が
生
れ
た
た
め
、
特
に
初
期
の
頃
は
我
が
子
を
み
つ
め
る
作
品
が
多
い
。

小
説
だ
け
を
見
て
も
「
母
上
様
」（
一
九
一
〇
）、「
新
し
き
命
」（
一
九
一
四
）、「
五
つ

に
な
る
児
」（
同
）、「
二
人
の
小
さ
い
ヴ
ア
ガ
ボ
ン
ド
」（
一
九
一
六
）、「
母
親
の
通

信
」（
一
九
一
九
）
の
計
五
作
が
あ
る
。

こ
の
中
で
も
一
九
一
六
（
大
正
五
）
年
一
月
か
ら
三
月
に
「
読
売
新
聞
」
に
連
載

さ
れ
た
「
二
人
の
小
さ
い
ヴ
ア
ガ
ボ
ン
ド
」（
後
「
小
さ
い
兄
弟
」
に
改
題
。
以
下
改
題

で
呼
ぶ
）
は
我
が
子
と
の
日
常
が
特
に
詳
し
く
描
か
れ
て
い
る
。
主
人
公
曾
代
子
は

六
歳
と
三
歳
の
息
子
の
母
親
で
、
彌
生
子
自
身
の
投
影
だ
。
内
容
は
い
わ
ば
こ
の
一

野
上
彌
生
子
の
子
ど
も
観
・
児
童
文
学
観

―
大
正
期
を
中
心
に

―

小
　
　
野
　
　
由
　
　
紀

野
上
彌
生
子
の
子
ど
も
観
・
児
童
文
学
観



家
の
半
年
間
の
記
録
で
あ
り
、
息
子
達
の
成
長
と
育
児
の
理
想
と
現
実
に
悩
む
母
親

の
葛
藤
が
冷
静
な
抑
え
た
筆
致
で
描
か
れ
て
い
る
。

こ
こ
に
は
彌
生
子
の
子
ど
も
観
が
色
濃
く
現
れ
て
お
り
興
味
深
い
。
と
い
う
の
は
、

近
代
日
本
文
学
に
お
い
て
本
格
的
に
子
ど
も
が
注
目
さ
れ
る
の
は
、
一
九
一
八
（
大

正
七
）
年
、「
赤
い
鳥
」
が
登
場
し
て
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
創
刊
は
画
期
的
な
出
来

事
で
、
童
話
・
童
謡
を
含
め
子
ど
も
の
存
在
は
注
目
を
浴
び
、「
お
と
ぎ
の
世
界
」

「
金
の
船
」「
童
話
」
な
ど
の
類
似
雑
誌
が
続
々
と
誕
生
し
た
ほ
ど
だ
っ
た
。
こ
れ
に

先
立
つ
こ
と
二
年
、
当
時
の
彌
生
子
は
ど
の
よ
う
な
子
ど
も
観
を
持
っ
て
い
た
の
か
。

ま
ず
は
こ
こ
か
ら
探
り
た
い
。

以
下
は
子
ど
も
に
つ
い
て
の
知
識
が
な
い
ま
ま
に
母
と
な
っ
た
曾
代
子
の
思
い
で

あ
る
。

全
く
、
曾
代
子
は
何
を
見
て
も
、
驚
き
賞
で
な
い
で
は
ゐ
ら
れ
ま
せ
ん
で

し
た
。
其
小
さ
い
口
が
く
し
や
め

．
．
．
．
．
．
．
．

を
し
た
り
、
目
か
ら
涙
が
出
た
り
す
る
の

さ
へ
、
さ
も

く
不
思
議
な
気
が
し
ま
し
た
。
そ
れ
と
共
に
、
そ
れ
程
巧
妙

に
造
ら
れ
て
あ
る
諸
機
関
が
、
今
の
と
こ
ろ
極
め
て
幼
稚
で
、
遅
鈍
で
、
ほ

ん
の
当
面
の
生
活
に
必
要
な
作
用
だ
け
し
か
な
し
得
な
い
事
を
考
へ
た
時
、

創
造
者
の
周
到
な
用
心
と
遠
大
な
計
画
に
又
新
た
な
驚
を
感
じ
ま
し
た
。
若

し
こ
の
出
来
上
つ
た
計
り
の
初
々
し
い
諸
機
関
に
将
来
あ
る
べ
き
だ
け
の
発

達
が
最
初
か
ら
備
へ
ら
れ
、
鋭
敏
な
官
能
が
目
醒
ま
さ
れ
て
あ
つ
た
と
し
た

ら
、
生
ま
れ
落
ち
る
と
同
時
に
気
狂
ひ
に
な
る
子
供
が
あ
る
か
も
知
れ
ま
せ

ん
。
何
故
な
れ
ば
、
彼
等
が
一
年
近
く
も
封
じ
ら
れ
て
ゐ
た
、
狭
い
静
か
な

暗
い
部
屋
の
中
に
較
べ
て
は
、
そ
の
誕
生
の
地
は
余
り
に
光
明
と
音
響
と
色

彩
と
、
そ
の
他
千
差
万
別
の
複
雑
な
事
象
に
富
み
過
ぎ
て
ゐ
ま
す
か
ら
。
す

べ
て
が
驚
異
で
あ
り
、
嘆
美
で
あ
る
と
共
に
、
絶
大
の
恐
怖
と
戦
慄
は
、
彼

等
の
新
ら
し
い
清
浄
な
神
経
系
統
を
め
ち
や

く
に
乱
り
、
惑
は
し
、
打
ち

挫
く
で
あ
り
ま
せ
う
。

曾
代
子
が
子
ど
も
に
対
し
て
抱
く
「
驚
き
賞
で
な
い
で
は
ゐ
ら
れ
ま
せ
ん
」「
不

思
議
な
気
が
し
ま
し
た
」
と
言
う
思
い
は
、
彌
生
子
自
身
の
も
の
で
あ
る
。
他
の
作

品
で
も
同
じ
こ
と
を
書
い
て
い
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
衝
撃
の
大
き
さ
が
わ
か
るw

。
子

ど
も
は
「
創
造
者
の
周
到
な
用
心
と
遠
大
な
計
画
」
に
よ
り
、「
ほ
ん
の
当
面
の
生

活
に
必
要
な
」
諸
機
関
の
み
を
も
っ
て
誕
生
す
る
。
そ
の
こ
と
で
子
ど
も
を
軽
ん
じ

る
の
で
は
な
く
、
逆
に
そ
こ
か
ら
「
創
造
者
」
に
畏
敬
の
念
を
抱
く
。
こ
こ
で
の

「
創
造
者
」
の
意
味
は
判
然
と
し
な
い
。
作
中
後
半
で
、
長
男
が
ク
リ
ス
ト
に
つ
い

て
尋
ね
る
場
面
で
、「『
神
様
で
す
よ
。』
と
云
ひ
聞
か
せ
る
ほ
ど
の
信
仰
は
自
分
に

も
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
」
と
書
い
て
い
る
た
め
、
キ
リ
ス
ト
教
へ
の
信
仰
と
と
る
の

は
難
し
い
。
と
な
れ
ば
、
こ
こ
は
特
定
の
宗
教
が
問
題
な
の
で
は
な
い
。
子
ど
も
の

誕
生
に
際
し
、
人
智
を
越
え
た
神
秘
や
畏
怖
の
念
を
感
じ
て
い
る
こ
と
に
注
目
す
べ

き
と
こ
ろ
な
の
だ
。
そ
の
よ
う
な
畏
怖
の
念
は
、
以
下
に
引
用
す
る
二
人
の
子
ど
も

が
眠
る
大
晦
日
の
結
び
か
ら
も
明
ら
か
だ
。

大
き
な
宇
宙
の
力
に
繋
が
る
二
つ
の
小
さ
い
霊
魂
は
、
斯
う
し
て
貝
殻
の
様

に
並
ん
で
、
新
た
な
「
時
」
の
打
ち
寄
す
る
汀
に
眠
り
ま
し
た
。

人
間
に
と
っ
て
、
宇
宙
も
ま
た
大
い
な
る
存
在
だ
。
彌
生
子
は
子
ど
も
の
中

に
「
創
造
者
」
や
「
宇
宙
」
の
よ
う
な
大
い
な
る
存
在
を
見
る
こ
と
に
よ
り
、

神
秘
や
畏
怖
の
念
を
抱
く
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
彌
生
子
の
子
ど
も
観
の
源
泉
と

な
る
。
「
赤
い
鳥
」
以
前
に
子
ど
も
を
高
く
評
価
し
て
い
た
こ
と
は
重
要
で
あ

る
。さ

て
「
赤
い
鳥
」
の
童
謡
欄
を
支
え
た
北
原
白
秋
も
、
早
く
か
ら
子
ど
も
の
感
覚

の
鋭
さ
を
認
め
て
い
た
。
以
下
は
白
秋
第
二
詩
集
『
思
ひ
出
』（
一
九
一
一
）
の
序
文
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六
二



「
わ
が
生
ひ
た
ち
」
の
冒
頭
部
分
で
あ
る
。

時
は
過
ぎ
た
。
さ
う
し
て
温
か
い
苅
麦
の
ほ
め
き
に
、
赤
い
首
の
蛍
に
。
或

は
、
青
い
と
ん
ぼ
の
眼
に
、
黒
猫
の
美
く
し
い
毛
色
に
、
晴
れ
な
き
不
可
思
議

の
愛
着
を
寄
せ
た
私
の
幼
年
時
代
も
何
時
の
間
に
か
慕
は
し
い
「
思
ひ
出
」
の

哀
歓
と
な
つ
て
ゆ
く
。

捉
へ
が
た
い
感
覚
の
記
憶
は
今
日
も
な
ほ
私
の
心
を
苛
立
た
し
め
、
恐
れ
し

め
、
歎
か
し
め
、
苦
し
ま
せ
る
。
こ
の
小
さ
な
抒
情
小
曲
集
に
歌
は
れ
た
私
の

十
五
才
以
前
のL

ife

は
い
か
に
も
幼
稚
な
柔
順
し
い
、
然
し
飾
気
の
な
い
、
時

と
し
て
は
淫
婦
の
手
を
恐
る
ゝ
赤
い
石
竹
の
花
の
や
う
に
無
智
で
あ
つ
た
。
さ

う
し
て
驚
き
易
い
私
の
皮
膚
と
霊
と
は
つ
ね
に
螽
斯
の
薄
い
四
肢
の
や
う
に
新

し
い
発
見
の
前
に
喜
び
顫
へ
た
。
兎
に
角
私
は
感
じ
た
。
さ
う
し
て
生
れ
た

ま
ゝ
の
水
々
し
い
五
官
の
感
触
が
私
に
あ
る
「
神
秘
」
を
伝
へ
、
あ
る
「
懐
疑
」

の
萌
芽
を
微
か
な
が
ら
も
泡
立
た
せ
た
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。
さ
う
し
て
ま
だ

知
ら
ぬ
人
生
の
「
秘
密
」
を
知
ら
う
と
す
る
幼
年
の
本
能
は
常
に
銀
箔
の
光
を

放
つ
水
面
に
か
の
つ
い
つ
い
と
跳
ね
て
ゆ
く
水
す
ま
し
の
番
ひ
に
も
震
慄
た
の

で
あ
るe

。

白
秋
の
思
い
は
後
に
「
童
心
主
義
」
と
し
て
知
ら
れ
、
大
正
期
の
芸
術
教
育
運
動

と
共
に
大
き
な
う
ね
り
と
な
っ
て
い
く
。
白
秋
は
「
生
れ
た
ま
ゝ
の
水
々
し
い
五
官

の
感
触
が
私
に
あ
る
「
神
秘
」
を
伝
へ
、
あ
る
「
懐
疑
」
の
萌
芽
を
微
か
な
が
ら
も

泡
立
た
せ
た
」
と
子
ど
も
の
感
覚
の
み
ず
み
ず
し
さ
を
讃
え
た
。
そ
れ
は
自
己
の
郷

愁
に
由
来
し
て
い
る
。

彌
生
子
の
場
合
、
そ
れ
は
出
産
、
育
児
に
よ
る
女
性
と
し
て
の
実
感
を
伴
っ
た
も

の
だ
。
明
治
女
学
校
で
原
典
か
ら
の
英
語
教
育
を
受
け
、
英
文
学
者
の
夫
と
結
婚
し
、

そ
の
後
も
夏
目
漱
石
か
ら
洋
書
を
借
り
て
読
む
な
ど
し
て
、
彌
生
子
の
西
欧
文
学
へ

の
造
詣
は
深
い
。
当
然
、
ブ
レ
イ
ク
や
ワ
ー
ズ
ワ
ー
ス
ら
ロ
マ
ン
派
の
詩
人
に
よ
る

子
ど
も
を
讃
美
す
る
詩
も
既
に
知
識
と
し
て
持
っ
て
い
た
は
ず
だ
。
そ
れ
が
出
産
を

経
験
す
る
こ
と
に
よ
り
、
実
感
と
し
て
甦
っ
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
。
こ
う
し
て
形

作
ら
れ
た
子
ど
も
観
は
そ
の
後
の
長
き
に
わ
た
り
児
童
文
学
に
む
か
う
力
と
な
っ
た

の
で
あ
る
。
彌
生
子
も
ま
た
、
早
く
か
ら
子
ど
も
に
「
創
造
者
」「
宇
宙
の
力
」
を

見
て
、
子
ど
も
の
存
在
を
厳
か
に
受
け
止
め
て
い
た
こ
と
は
、
も
っ
と
知
ら
れ
評
価

さ
れ
て
良
い
は
ず
だ
。

（
二
）
読
書
体
験
か
ら
見
る
児
童
文
学
観

1.
フ
ァ
ー
ブ
ル
、
キ
ュ
ー
ゲ
ル
ゲ
ン
、
ト
ル
ス
ト
イ
の
場
合

ほ
ぼ
一
世
紀
に
わ
た
る
生
涯
で
彌
生
子
は
膨
大
な
日
記
を
残
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、

『
野
上
彌
生
子
全
集
』
第
Ⅱ
期
の
十
九
巻
（
最
終
巻
は
三
分
冊
）
分
に
及
ぶ
。
当
初
は

ほ
ん
の
メ
モ
程
度
に
過
ぎ
な
か
っ
た
の
だ
が
、
一
九
二
三
（
大
正
一
二
）
年
、
三
八

歳
で
関
東
大
震
災
に
遭
遇
後
、
毎
日
の
よ
う
に
書
き
綴
ら
れ
、
一
九
八
五
（
昭
和
六

〇
）
年
に
亡
く
な
る
数
日
前
ま
で
綴
ら
れ
て
い
たr

も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
彌
生

子
が
日
記
に
綴
っ
た
読
書
体
験
の
中
か
ら
、
子
ど
も
読
者
を
視
野
に
入
れ
て
い
る
作

品
に
着
目
し
、
そ
の
児
童
文
学
観
を
考
察
し
て
い
き
た
い
。

ま
ず
は
フ
ァ
ー
ブ
ル
と
キ
ュ
ー
ゲ
ル
ゲ
ン
の
著
作
へ
の
記
述
で
あ
る
。
前
者
は
彌

生
子
の
子
ど
も
達
の
愛
読
書
だ
っ
た
フ
ラ
ン
ス
の
ジ
ャ
ン
・
ア
ン
リ
・
フ
ァ
ー
ブ
ル

の
『
昆
虫
記
』
で
あ
り
、
後
者
は
一
九
世
紀
ド
イ
ツ
の
画
家
ウ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
・
フ
ォ

ン
・
キ
ュ
ー
ゲ
ル
ゲ
ン
の
『
一
老
人
の
幼
時
の
追
憶
』
で
、
幼
少
期
の
回
想
録
だt

。

な
お
文
中
の
耀
三
は
末
子
で
、
発
熱
し
た
こ
の
子
の
枕
許
で
彌
生
子
は
読
み
聞
か
せ

て
い
る
。
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○
フ
ァ
ー
ブ
ル
は
フ
ラ
ン
ス
ら
し
い
簡
潔
さ
で
要
領
を
つ
か
ん
で
行
く
と
こ
ろ

独
特
で
あ
る
。
こ
れ
こ
そ
子
供
と
共
に
大
人
も
た
の
し
ん
で
よ
め
る
。（
大
正

十
四
年
二
月
三
日
）

○
（
そ
の
父
は

―
筆
者
加
筆
）
当
時
の
第
一
流
の
歴
史
画
お
よ
び
肖
像
画
家
で

知
識
階
級
の
著
名
の
人
士
と
交
際
が
あ
り
、
最
も
美
し
い
周
囲
を
持
つ
て
ゐ
た

の
で
、
幼
い
ウ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
は
幼
時
か
ら
こ
れ
等
の
人
々
に
接
し
て
を
り
、
そ

れ
が
悉
く
こ
の
お
も
ひ
出
の
記
の
中
に
現
は
れ
る
の
で
一
層
お
も
し
ろ
い
。
そ

れ
に
ウ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
の
思
想
な
（
マ
マ
）
健
実
な
光
明
的
な
宗
教
的
情
操
の
ふ

か
い
も
の
で
あ
る
か
ら
よ
ん
で
楽
し
み
浄
ら
か
な
感
激
に
打
た
れ
る
。
そ
れ
に

幼
時
の
追
憶
の
こ
と
で
子
供
ら
し
い
い
ろ

く
な
挿
話
に
充
ち
て
ゐ
る
の
で
耀

三
等
に
も
よ
く
理
解
し
共
鳴
す
る
と
こ
ろ
が
多
い
。
大
人
に
も
お
も
し
ろ
く
、

八
才
の
子
供
に
も
十
分
お
も
し
ろ
い
と
い
ふ
斯
う
云
ふ
書
物
こ
そ
最
も
有
益
な

精
神
の
糧
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。（
大
正
十
五
年
七
月
十
五
日
）

ま
ず
フ
ァ
ー
ブ
ル
に
つ
い
て
だ
が
、
彌
生
子
自
身
が
生
物
の
話
を
好
ん
で
い
た
こ

と
か
ら
、
子
ど
も
だ
け
で
な
く
自
身
も
面
白
く
読
む
こ
と
が
で
き
た
。
一
方
、
そ
の

科
学
的
な
内
容
を
評
価
す
る
だ
け
で
は
な
く
、「
フ
ラ
ン
ス
ら
し
い
簡
潔
さ
で
要
領

を
つ
か
ん
で
い
く
と
こ
ろ
」
と
書
き
方
も
認
め
て
い
る
。
自
作
に
推
敲
を
重
ね
た
彌

生
子
ら
し
く
、
文
章
も
評
価
の
対
象
と
な
る
。

キ
ュ
ー
ゲ
ル
ゲ
ン
の
方
は
、「
幼
い
ウ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
」
と
著
名
の
人
々
と
の
交
流

の
思
い
出
を
興
味
深
く
読
み
、
そ
れ
以
上
に
「
ウ
ィ
ル
ム
ヘ
ル
ム
の
思
想
な
（
マ
マ
）

健
実
な
光
明
的
な
宗
教
的
情
操
の
ふ
か
い
も
の
」
に
魅
了
さ
れ
、「
浄
ら
か
な
感
激

に
打
た
れ
」
て
い
る
。

こ
の
二
作
に
対
す
る
評
価
に
は
共
通
点
が
あ
る
。「
子
供
と
共
に
大
人
も
た
の
し

ん
で
よ
め
る
」「
大
人
に
も
お
も
し
ろ
く
、
八
才
の
子
供
に
も
十
分
お
も
し
ろ
い
」、

つ
ま
り
子
ど
も
と
大
人
が
同
じ
作
品
を
読
ん
で
楽
し
め
る
こ
と
を
彌
生
子
は
指
摘
し

て
い
る
の
だ
。

そ
の
発
想
の
根
本
に
は
以
下
の
よ
う
な
文
学
観
が
あ
る
。

ど
ん
な
平
凡
な
人
間
で
も
或
一
箇
の
人
間
が
、
一
生
の
あ
る
場
合
、
あ
る
瞬

間
に
そ
の
魂
に
受
け
た
シ
ョ
ツ
ク
を
、
忠
実
に
純
良
に
発
表
し
た
思
想
う
な
り
、

言
語
な
り
な
ら
ば
、

―
即
ち
そ
の
刹
那
そ
の
人
は
偉
大
な
天
才
に
な
つ
て
ゐ

る
の
で
す
か
ら

―
き
つ
と
私
達
の
胸
に
共
鳴
し
な
い
で
は
お
か
ぬ
尊
い
響
き

を
持
つ
て
ゐ
る
の
だ
と
思
ひ
ま
す

―
中
略

―
以
上
に
述
べ
た
や
う
な
純
な

魂
か
ら
し
み
出
た
も
の
な
ら
ば
何
ん
で
も
ど
ん
な
種
類
の
も
の
で
も
、
私
に
は

満
足
し
読
ま
れ
る
だ
ら
う
と
云
ふ
こ
と
に
な
り
ま
すy

。

一
九
一
五
（
大
正
四
）
年
の
文
章
で
あ
り
、
早
い
時
期
の
文
学
観
を
こ
こ
か
ら
知

る
こ
と
が
で
き
る
。
彌
生
子
の
考
え
る
文
学
の
本
質
と
は
、
作
者
の
「
純
な
魂
か
ら

し
み
出
た
も
の
」
で
あ
る
か
否
か
で
あ
る
。
文
中
、
他
に
「
純
良
」
と
い
う
語
が
あ

る
こ
と
も
見
逃
せ
な
い
。
作
者
の
真
摯
な
魂
を
重
視
し
て
い
る
。
子
ど
も
の
中
に

「
創
造
者
」
や
「
宇
宙
」
の
存
在
を
見
る
彌
生
子
は
、
大
人
で
あ
る
作
家
に
「
純
な

魂
」
を
求
め
た
の
で
の
で
は
な
か
っ
た
か
。
作
者
の
「
純
な
魂
か
ら
し
み
出
た
も
の
」

で
あ
れ
ば
、
読
者
の
胸
に
共
鳴
す
る
「
尊
い
響
き
」
を
持
つ
と
い
う
。
そ
の
読
者
と

は
、
大
人
も
子
ど
も
も
区
別
は
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。

ま
た
日
記
で
は
ト
ル
ス
ト
イ
に
つ
い
て
も
言
及
し
て
い
る
。

ト
ル
ス
ト
イ
の
子
供
等
の
た
め
に
書
い
た
短
い
話
を
読
む
。
今
さ
な
が
ら
感

じ
入
つ
た
。
斯
う
い
ふ
風
に
最
後
に
は
行
く
の
が
本
と
う
だ
ら
う
。
私
も
こ
ん

な
調
子
で
ぼ
つ

く
何
か
書
き
度
い
（
大
正
十
五
年
九
月
十
二
日
）
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こ
れ
は
ト
ル
ス
ト
イ
の
『
子
ど
も
の
た
め
の
童
話
』
と
い
う
短
編
集u

を
指
し
て
い

る
。
大
人
向
き
の
作
品
を
子
ど
も
が
読
む
と
い
う
こ
と
か
ら
、
今
度
は
視
点
が
逆
転

し
て
い
る
。
大
人
の
彌
生
子
が
子
ど
も
向
き
の
作
品
を
読
み
、
感
動
し
て
い
る
の
で

あ
る
。
そ
れ
は
こ
の
短
編
集
が
ト
ル
ス
ト
イ
の
「
純
な
魂
か
ら
し
み
出
た
も
の
」
あ

る
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。
一
般
向
き
の
も
の
を
子
ど
も
が
年
齢
に
応
じ
た
理
解
で
楽

し
む
だ
け
で
は
な
く
、
逆
に
大
人
が
子
ど
も
の
も
の
を
楽
し
み
、
感
動
す
る
こ
と
も

可
能
だ
と
い
う
好
例
だ
。

大
正
年
間
に
お
け
る
こ
の
よ
う
な
主
張
は
卓
見
で
あ
る
。
現
代
に
お
い
て
も
な
お

時
代
に
逆
行
す
る
か
の
よ
う
に
、
児
童
文
学
や
そ
の
大
人
の
読
者
を
軽
視
す
る
意
見

は
あ
る
。
こ
れ
ら
の
意
見
に
対
し
、
ピ
ー
タ
ー
・
ホ
リ
ン
デ
イ
ル
は
『
子
ど
も
と
大

人
が
出
会
う
場
所
』
に
お
い
て
反
論
し
て
い
る
。
ホ
リ
ン
デ
イ
ル
は
「
子
ど
も
の
文

学
」
と
「
子
ど
も
の
読
み
方
」
の
三
つ
の
特
徴
を
①
単
純
で
は
っ
き
り
し
た
プ
ロ
ッ

ト
が
好
ま
れ
る
、
②
リ
ア
リ
ズ
ム
よ
り
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
が
選
ば
れ
る
、
③
子
ど
も
の

登
場
人
物
が
目
立
つ
と
、
整
理
し
た
上
で
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

こ
の
三
つ
の
特
徴
が
あ
ま
り
に
も
単
純
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
成
熟
し
た
大
人

の
読
者
は
、
子
ど
も
の
文
学
や
そ
の
読
み
方
を
卒
業
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の

だ
ろ
う
か
。

―
中
略

―

私
た
ち
は
大
人
に
な
っ
て
も
、
ふ
っ
と
悟
る
こ
と
が
あ
る
の
だ
。
フ
ァ
ン
タ

ジ
ー
は
、
他
の
抽
象
的
な
芸
術
と
同
様
、
現
実
を
照
ら
し
出
す
も
の
な
の
だ
。

優
れ
た
物
語
は
な
ん
と
い
っ
て
も
優
れ
た
物
語
で
あ
り
、
時
間
の
流
れ
に
そ
っ

た
事
件
の
連
続
で
現
実
の
人
生
が
成
り
立
っ
て
い
る
よ
う
に
、
そ
れ
を
描
き
出

し
て
い
る
の
だ
。
私
た
ち
の
内
な
る
子
ど
も
は
、
い
ろ
い
ろ
な
理
由
で
、
と
く

に
自
分
自
身
に
子
ど
も
が
い
る
と
云
う
理
由
で
、
子
ど
も
に
興
味
を
持
ち
続
け

る
の
だ
、
と
。
そ
れ
で
も
な
お
か
つ
、
子
ど
も
の
文
学
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
を
特

徴
づ
け
る
も
の
を
あ
げ
る
と
し
た
ら
、「
子
ど
も
の
主
人
公
の
存
在
」
ぐ
ら
い

だ
ろ
う
。

と
も
あ
れ
、
た
い
て
い
の
子
ど
も
の
作
家
と
大
人
の
た
め
の
作
家
、
大
人
の

読
者
、
子
ど
も
の
読
者
は
、
こ
れ
ら
三
点
に
興
味
関
心
を
抱
い
て
い
る
た
め
、

テ
ク
ス
ト
の
種
類
を
超
え
て
出
会
う
。
そ
の
た
め
に
、
子
ど
も
の
文
学
と
そ
れ

以
外
の
文
学
の
境
界
線
は
不
鮮
明
に
な
る
の
だi

。

現
代
の
児
童
文
学
の
専
門
家
ホ
リ
ン
デ
イ
ル
は
「
子
ど
も
の
文
学
と
そ
れ
以
外
の

文
学
の
境
界
線
は
不
鮮
明
」
で
あ
る
こ
と
を
強
く
主
張
し
て
い
る
。
こ
れ
は
彌
生
子

が
言
う
「
子
供
と
共
に
大
人
も
た
の
し
ん
で
よ
め
る
」「
大
人
に
も
お
も
し
ろ
く
、

八
才
の
子
供
に
も
十
分
お
も
し
ろ
い
」
と
同
意
見
で
は
な
い
か
。
彌
生
子
の
児
童
文

学
観
は
、
ま
さ
に
現
代
に
先
駆
け
た
卓
見
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

2.
『
小
さ
き
生
き
も
の
』
の
場
合

こ
こ
ま
で
の
読
書
体
験
は
一
般
の
作
家
に
よ
る
も
の
だ
っ
た
が
、
日
記
の
中
で
は

児
童
文
学
者
に
よ
る
作
品
も
評
価
し
て
い
る
。
こ
こ
で
は
そ
の
中
か
ら
彌
生
子
が
訳

し
た
『
小
さ
き
生
き
も
の
』
の
原
著
に
つ
い
て
論
じ
た
い
。

ま
ず
彌
生
子
が
翻
訳
し
た
『
小
さ
き
生
き
も
の
』
は
、
一
九
二
八
（
昭
和
三
）
年

五
月
、
岩
波
書
店
か
ら
発
行
さ
れ
た
。
オ
フ
セ
ッ
ト
カ
ラ
ー
三
色
刷
り
、
全
一
二
六

頁
に
挿
絵
が
豊
富
な
美
し
い
本
で
、
全
二
八
連
一
四
〇
〇
余
行
の
韻
文
か
ら
な
るo

。

歌
わ
れ
る
の
は
、
桜
の
木
に
集
ま
る
小
動
物
、
栗
鼠
の
ジ
ャ
ッ
ク
一
家
と
兎
の
バ
ン

ニ
一
家
を
中
心
に
駒
鳥
の
ポ
リ
一
家
、
猫
の
か
み
さ
ん
と
小
猫
、
家
鴨
の
上
さ
ん
や

七
面
鳥
な
ど
の
、
桜
ん
ぼ
の
実
る
頃
か
ら
ク
リ
ス
マ
ス
の
頃
ま
で
の
約
半
年
あ
ま
り

の
日
々
で
、
こ
れ
ら
小
動
物
以
外
に
霜
の
ジ
ャ
ッ
ク
、
西
風
、
東
風
な
ど
が
登
場
す

る
、
に
ぎ
や
か
な
擬
人
化
の
物
語
で
あ
る
。

し
か
し
『
小
さ
き
生
き
も
の
』
の
原
著
が
「
チ
ェ
リ
・
ブ
ラ
ッ
サ
ム
ス
・
チ
ル
ド
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レ
ン
」
で
あ
る
こ
と
は
日
記
に
書
い
て
あ
っ
て
も
、
そ
れ
以
上
の
情
報
に
つ
い
て
は

全
く
わ
か
ら
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
原
題
や
原
作
者
、
原
画
家
名
な
ど
が
長
く
不
明

だ
っ
た
の
だ
が
、
近
年
、
田
村
道
美
に
よ
っ
て
メ
ア
リ
ー
・
ブ
レ
イ
ズ
デ
ル
の
作
品

で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
た!0

。

こ
の
原
著
を
彌
生
子
は
高
く
評
価
し
、
一
九
二
七
（
昭
和
二
）
年
の
夏
、
初
め
て

過
ご
す
北
軽
井
沢
の
別
荘
で
『
小
さ
き
生
き
も
の
』
と
し
て
翻
訳
し
た
。
以
下
、
翻

訳
を
終
え
た
日
の
日
記
を
引
用
す
る
。

チ
ェ
リ
・
ブ
ラ
ッ
サ
ム
ス
・
チ
ル
ド
レ
ン
の
訳
が
す
む
。
／
こ
の
小
さ
な
お

と
ぎ
話
は
中
々
よ
く
出
来
て
ゐ
る
。
そ
れ
を
感
じ
れ
ば
こ
そ
、
訳
す
気
に
は
な

つ
た
の
で
あ
る
が
。
こ
れ
で
見
る
と
あ
の
小
さ
い
栗
鼠
や
兎
に
愛
と
友
情
の
こ

ま
や
か
な
社
会
が
あ
り
、
ま
た
た
の
し
い
娯
楽
と
上
品
な
ユ
ー
モ
ア
の
境
地
が

あ
る
。
ジ
ャ
ッ
ク
の
栗
鼠
は
、
ま
こ
と
に
立
派
な
家
長
で
あ
り
、
父
で
あ
り
、

夫
で
あ
る
。
こ
の
作
者
は
多
分
ア
メ
リ
カ
に
お
び
た
ゞ
し
い
通
俗
作
家
の
一
人

に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
ら
う
が
、
併
し
日
本
の
そ
こ
い
ら
の
婦
人
の
通
俗
作
家
に

は
、
こ
れ
だ
け
の
も
の
を
ま
と
め
う
る
も
の
さ
へ
な
い
。
い
や
、
藤
村
の
や
う

な
人
の
か
く
子
供
も
の
に
だ
つ
て
、
決
し
て
な
い
、
明
る
い
、
愛
に
み
ち
た
、

而
し
て
無
邪
気
な
、
活
き

く
し
た
空
気
が
あ
る
。
こ
れ
は
ア
メ
リ
カ
の
も
つ

最
も
よ
い
傾
向
の
一
つ
で
あ
ら
う
。（
昭
和
二
年
八
月
十
日
）

こ
の
評
価
の
要
点
は
以
下
の
三
点
だ
。

○
「
愛
と
友
情
の
こ
ま
や
か
な
社
会
が
あ
り
、
ま
た
た
の
し
い
娯
楽
と
上
品
な

ユ
ー
モ
ア
の
境
地
が
あ
る
」

○
「
ジ
ャ
ッ
ク
の
栗
鼠
は
、
ま
こ
と
に
立
派
な
家
長
で
あ
り
、
父
で
あ
り
、
夫

で
あ
る
」

○
「
藤
村
の
や
う
な
人
の
か
く
子
供
も
の
に
だ
つ
て
、
決
し
て
な
い
、
明
る
い
、

愛
に
み
ち
た
、
而
し
て
無
邪
気
な
、
活
き

く
し
た
空
気
が
あ
る
」

「
愛
と
友
情
の
こ
ま
や
か
な
社
会
」
は
子
ど
も
に
も
わ
か
り
や
す
い
。
家
族
の
愛
、

友
達
と
の
友
情
は
幼
児
で
も
体
験
で
き
、
人
間
社
会
に
と
っ
て
の
基
本
的
な
要
素
だ

か
ら
だ
。「
娯
楽
と
上
品
な
ユ
ー
モ
ア
の
境
地
」
は
特
に
注
目
し
た
い
。
先
行
研
究

に
よ
る
と
彌
生
子
の
児
童
文
学
は
そ
の
教
訓
性
が
論
じ
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
。
し
か

し
、
彌
生
子
自
身
は
教
育
的
な
面
ば
か
り
で
は
な
く
、
滑
稽
さ
や
楽
し
さ
を
も
重
視

し
て
い
た
こ
と
は
明
ら
か
で
、「
娯
楽
と
上
品
な
ユ
ー
モ
ア
の
境
地
」
は
、
実
際
の

作
品
に
も
よ
く
現
れ
て
い
る!1

。
彌
生
子
の
児
童
文
学
は
、
作
者
の
姿
勢
、
作
品
共
に

決
し
て
教
育
的
な
側
面
ば
か
り
で
は
な
い
。

更
に
『
小
さ
き
生
き
も
の
』
で
は
、
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
が
的
確
に
擬
人
化
さ
れ
て
い

る
。
栗
鼠
の
ジ
ャ
ッ
ク
が
立
派
な
家
長
で
あ
り
、
父
で
あ
り
、
夫
で
あ
る
よ
う
に
、

他
の
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
も
虚
構
の
世
界
の
中
で
生
き
生
き
と
し
た
人
間
味
を
も
っ
て
活

躍
し
て
い
る
。
そ
れ
だ
け
に
読
者
は
こ
の
世
界
の
豊
か
な
感
情
を
強
く
感
じ
る
こ
と

が
で
き
る
。
彌
生
子
は
こ
の
よ
う
な
愛
と
友
情
に
満
ち
た
健
康
的
な
世
界
を
子
ど
も

の
読
み
物
の
中
に
も
求
め
て
い
る
の
で
あ
る
。

先
述
し
た
キ
ュ
ー
ゲ
ル
ゲ
ン
の
『
一
老
人
の
幼
時
の
追
憶
』
も
愛
と
友
情
に
満
ち

た
「
健
実
な
」
世
界
を
作
っ
て
い
た
。
こ
う
い
っ
た
人
間
精
神
の
根
本
に
あ
る
感
情

を
高
く
評
価
す
る
の
は
、
そ
れ
が
幼
い
子
ど
も
の
世
界
に
不
可
欠
だ
と
考
え
て
い
た

か
ら
に
他
な
ら
な
い
。
読
者
を
問
わ
ず
彌
生
子
の
文
学
全
て
に
こ
の
人
道
的
な
精
神

が
溢
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
だ
。

最
後
の
要
素
「
明
る
い
、
愛
に
み
ち
た
、
而
し
て
無
邪
気
な
、
活
き

く
し
た
空

気
が
あ
る
」
も
、
子
ど
も
を
愛
し
、
人
間
へ
の
信
頼
を
失
わ
な
い
彌
生
子
ら
し
い
希

望
に
満
ち
た
言
葉
で
あ
る
。

以
上
か
ら
、
彌
生
子
の
児
童
文
学
観
は
、
愛
と
友
情
の
豊
か
な
世
界
を
求
め
、
大
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人
も
子
ど
も
も
楽
し
め
る
作
品
を
求
め
た
も
の
と
言
え
よ
う
。

（
三
）
児
童
文
学
批
評

―
長
男
の
思
い
出
か
ら

―

彌
生
子
が
日
本
の
児
童
文
学
の
現
状
に
つ
い
て
厳
し
い
目
を
持
っ
て
い
た
こ
と
は

事
実
で
あ
る
。
後
年
長
男
素
一
が
後
に
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。

母
は
そ
の
頃
、
日
本
の
少
年
少
女
の
読
物
が
低
級
な
の
を
よ
く
な
げ
い
て
い

た
。
そ
う
し
て
親
し
い
人
に
む
か
っ
て
、
私
た
ち
を
指
さ
し
『
外
国
で
は
子
供

が
こ
の
く
ら
い
の
年
頃
に
な
る
と
、
ギ
リ
シ
ア
・
ロ
ー
マ
の
神
話
伝
説
く
ら
い

は
知
っ
て
い
る
よ
う
で
す
が
ね
』
と
い
わ
れ
て
い
た
。
遂
に
決
心
し
て
バ
ル
フ

イ
ン
チ
の
『
伝
説
の
時
代
』（
ギ
リ
シ
ア
・
ロ
ー
マ
神
話
）
を
翻
訳
し
、
で
き
あ

が
る
と
私
た
ち
兄
弟
に
デ
デ
イ
ケ
ー
ト
さ
れ!2

、
漱
石
先
生
の
手
紙
が
序
文
の
代

り
に
入
れ
ら
れ
た
。
私
た
ち
は
小
学
校
に
入
る
と
、
や
が
て
そ
れ
を
熟
読
し
て

精
通
し
た
。
そ
の
こ
ろ
、
精
華
書
院
と
か
い
う
本
屋
が
多
く
の
少
年
少
女
の
よ

い
読
物
を
出
版
し
た
が
、
私
達
の
書
棚
に
は
そ
れ
が
全
部
そ
ろ
っ
て
い
た
。
そ

の
中
に
は
母
の
訳
し
た
ヨ
ハ
ン
ナ
・
ス
ピ
リ
の
『
ハ
イ
デ
イ
』（
ア
ル
プ
ス
の
山

の
娘
）
や
セ
ル
マ
・
ラ
ー
ゲ
ル
レ
フ
の
『
ゲ
ス
タ
・
ベ
ル
リ
ン
グ
』
な
ど
も
あ

っ
た!3

。

精
華
書
院
の
「
少
年
少
女
の
よ
い
読
物
」
と
は
先
述
し
た
ト
ル
ス
ト
イ
も
収
め
ら

れ
た
「
世
界
少
年
文
学
名
作
集
」!4

の
こ
と
を
指
す
。

一
方
の
彌
生
子
が
歎
い
た
低
級
な
「
日
本
の
少
年
少
女
の
読
物
」
と
は
何
を
指
す

の
だ
ろ
う
か
。
一
九
一
〇
（
明
治
四
三
）
年
生
れ
の
素
一
が
が
子
ど
も
の
本
を
読
む

の
は
一
九
二
〇
年
く
ら
い
ま
で
だ
ろ
う
。
こ
の
頃
は
、
明
治
の
「
お
伽
噺
」
の
巌
谷

小
波
に
よ
る
博
文
館
の
「
少
年
世
界
」「
少
女
世
界
」
は
健
在
だ
っ
た
も
の
の
、
大

日
本
雄
弁
会
講
談
社
の
「
少
年
倶
楽
部
」
や
吉
屋
信
子
の
「
花
物
語
」
が
好
評
な

「
少
女
画
報
」
な
ど
、
娯
楽
性
の
高
い
雑
誌
が
人
気
を
博
し
て
い
た
。
こ
れ
に
抵
抗

し
て
、
先
述
し
た
よ
う
に
鈴
木
三
重
吉
が
一
九
一
八
（
大
正
七
）
年
七
月
、「
赤
い
鳥
」

を
創
刊
し
た
の
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
と
は
彌
生
子
を
歎
か
せ
た
の
は
こ
の
頃
人
気
を

博
し
て
い
た
娯
楽
性
の
強
い
雑
誌
類
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

外
国
文
学
に
精
通
し
て
い
た
だ
け
に
、
彌
生
子
は
国
内
外
に
お
け
る
子
ど
も
の
読

み
物
の
落
差
に
は
敏
感
だ
っ
た
。
当
時
の
我
が
子
の
読
み
物
へ
の
不
満
が
子
ど
も
の

た
め
の
作
品
へ
の
執
筆
に
む
か
う
動
機
で
あ
る
こ
と
は
、
与
謝
野
晶
子
や
鈴
木
三
重

吉
ら
多
く
の
作
家
た
ち
も
同
じ
で
あ
る
。
自
ら
が
子
ど
も
の
た
め
の
本
を
手
に
す
る

こ
と
の
な
か
っ
た
彼
ら
の
世
代
は
、
よ
う
や
く
出
版
界
が
子
ど
も
向
き
の
作
品
に
目

を
向
け
る
時
代
に
育
児
を
経
験
し
た
。
そ
こ
で
初
め
て
子
ど
も
の
た
め
の
作
品
と
向

き
合
う
こ
と
に
な
っ
た
の
だ
が
、
多
く
は
外
国
文
学
の
知
識
の
豊
か
な
彼
ら
を
落
胆

さ
せ
る
も
の
だ
っ
た
。
そ
う
し
て
自
ら
が
ペ
ン
を
執
ら
ざ
る
を
え
な
い
状
況
と
な
っ

た
の
だ
。
そ
れ
は
外
国
文
学
の
洗
礼
を
受
け
た
明
治
の
文
学
者
に
と
っ
て
ご
く
自
然

な
流
れ
と
言
え
る
。

彌
生
子
は
児
童
文
学
と
真
摯
に
向
き
合
っ
た
。
そ
の
始
ま
り
は
我
が
子
へ
の
愛
情

で
あ
り
、
子
ど
も
を
育
て
て
い
る
親
と
し
て
の
責
任
感
ゆ
え
だ
っ
た
。
そ
れ
は
や
が

て
一
般
の
子
ど
も
読
者
へ
の
思
い
と
な
り
、
我
が
子
が
成
長
し
た
後
も
児
童
文
学
と

関
わ
り
続
け
る
力
と
な
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
強
い
思
い
が
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
、
明

治
・
大
正
・
昭
和
の
長
き
に
わ
た
り
、
家
庭
を
持
ち
、
小
説
を
書
き
な
が
ら
、
子
ど

も
の
た
め
の
作
品
ま
で
を
書
く
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
、

お
わ
り
に

彌
生
子
の
子
ど
も
に
対
す
る
思
い
に
は
、
生
命
の
神
秘
に
対
す
る
畏
敬
の
念
が
あ

る
。
子
ど
も
を
一
つ
の
生
命
と
し
て
尊
重
し
、
決
し
て
軽
ん
じ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
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そ
れ
ゆ
え
に
愛
と
友
情
に
満
ち
た
作
品
を
子
ど
も
読
者
に
与
え
る
こ
と
を
求
め
た
の

で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
愛
と
友
情
は
人
間
の
世
界
の
根
幹
に
存
在
す
る
も
の
だ
か
ら
だ
。

そ
の
世
界
を
見
せ
る
こ
と
は
、「
大
き
な
宇
宙
の
力
に
繋
が
る
」
霊
魂
で
あ
る
子
ど

も
た
ち
に
、
人
間
性
の
美
し
さ
を
伝
え
る
こ
と
で
も
あ
っ
た
。
と
す
れ
ば
、
野
上
文

学
が
繰
り
返
し
描
い
て
き
た
人
道
的
な
精
神
は
児
童
文
学
の
世
界
に
も
深
く
息
づ
い

て
い
る
と
言
え
る
の
で
あ
る
。

＊
テ
キ
ス
ト
の
引
用
は
岩
波
書
店
『
野
上
彌
生
子
全
集
』
に
よ
る
。

注①
　
管
見
で
は
『
う
さ
ぎ
の
丘
』（
小
峰
書
店
　
一
九
五
〇
・
一
一
）
以
降
、
改
版
、
再
録

以
外
の
新
し
い
作
品
は
見
ら
れ
な
い
た
め
、
一
応
こ
の
時
点
で
区
切
っ
て
い
る
。

②
　
随
筆
「
私
信
」（「
青
鞜
」
第
五
巻
第
八
号
　
一
九
一
五
・
九
）。

③
　
北
原
白
秋
『
思
ひ
出
』「
名
著
複
刻
全
集
　
近
代
文
学
館
」

日
本
近
代
文
学
館

昭
和
四
三
年
九
月
。
初
版
は
東
雲
堂
書
店
　
明
治
四
四
年
六
月
。

④
　
彌
生
子
が
亡
く
な
っ
た
の
は
一
九
八
五
（
昭
和
六
〇
）
年
三
月
三
十
日
、
日
記
の
最

終
頁
は
三
月
十
三
日
だ
っ
た
。

⑤
　
管
見
で
の
邦
訳
は
田
中
耕
太
郎
、
伊
原
元
納
治
、
大
沢
章
、
植
野
勲
訳
の
『
一
老

人
の
幼
時
の
追
憶
』（
岩
波
書
店
　
一
九
二
五
　
後
岩
波
文
庫
）
が
確
認
で
き
た
の
み
で
、

現
代
の
読
者
に
は
入
手
し
に
く
い
。
彌
生
子
は
こ
れ
が
刊
行
さ
れ
る
と
す
ぐ
に
読
み

始
め
た
よ
う
だ
。
十
九
世
紀
の
ド
イ
ツ
の
画
家
ウ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
・
フ
ォ
ン
・
キ
ュ
ー

ゲ
ル
ゲ
ン
の
幼
少
期
の
回
想
録
で
、
両
親
の
結
婚
時
か
ら
始
ま
り
、
ウ
ィ
ル
ヘ
ル
ム

が
父
を
亡
く
し
た
十
八
歳
ま
で
の
年
月
を
、
友
情
や
恋
、
芸
術
修
行
な
ど
の
エ
ピ
ソ

ー
ド
を
織
り
込
ん
だ
七
部
構
成
で
丁
寧
に
語
っ
て
い
る
。

⑥
　
「
恁
な
小
説
が
欲
し
い

―
何
う
せ
読
む
な
ら
何
う
せ
作
る
な
ら

―
」。
初
出
は

「
時
事
新
報
」（
一
九
一
五
年
六
月
二
五
日
）。

⑦
　
彌
生
子
の
『
ハ
イ
ヂ
』
の
収
め
ら
れ
た
家
庭
読
物
刊
行
会
の
「
世
界
少
年
文
学
名

作
集
」
第
二
巻
に
、
昇
曙
夢
訳
の
『
ト
ル
ス
ト
イ
物
語
』（
一
九
一
九
）
も
あ
り
、
こ

の
短
編
集
は
比
較
的
早
く
か
ら
邦
訳
で
親
し
ま
れ
て
き
た
。
彌
生
子
も
こ
の
中
か
ら

後
に
「
人
間
は
ど
れ
だ
け
の
土
地
が
い
る
か
」（「
婦
人
公
論
」

一
九
三
六
年
七
月
）
を

子
ど
も
向
き
に
書
き
直
し
て
お
り
、
こ
の
作
品
集
へ
の
高
い
評
価
が
わ
か
る
。

⑧
　
ピ
ー
タ
ー
・
ホ
リ
ン
デ
イ
ル
　
猪
熊
葉
子
監
訳
『
子
ど
も
と
大
人
が
出
会
う
場
所

―
本
の
な
か
に
「
子
ど
も
性
」』
を
探
る

―
」
柏
書
房
　
二
〇
〇
二
年
九
月
。
な

お
ホ
リ
ン
デ
イ
ル
は
「
大
人
向
け
と
し
て
発
表
さ
れ
な
が
ら
「
子
ど
も
の
読
者
を
つ

か
む
」
作
品
と
し
て
『
デ
ィ
ヴ
ィ
ッ
ド
・
コ
ッ
パ
ー
フ
ィ
ー
ル
ド
』、『
若
い
芸
術
家

の
肖
像
』『
メ
イ
ジ
ー
の
知
っ
た
こ
と
』
を
例
に
し
て
い
る
。

⑨
　
初
版
を
確
認
す
る
と
、
全
集
収
録
時
の
よ
う
に
連
毎
の
行
間
を
明
確
に
と
ら
ず
、

各
連
の
始
ま
り
に
挿
絵
を
掲
げ
、
そ
の
下
に
韻
文
を
の
せ
る
こ
と
で
、
区
分
を
示
し

て
い
る
。
冒
頭
以
外
、
連
の
中
ほ
ど
に
あ
た
る
頁
は
挿
絵
が
な
い
た
め
、
韻
文
の
み

が
印
刷
さ
れ
て
い
る
。

⑩
　
田
村
道
美
「
野
上
弥
生
子
（
マ
マ
）
と
メ
ア
リ
ー
・
ブ
レ
イ
ズ
デ
ル
―
『
小
さ
き

生
き
も
の
』
とC

h
erry

T
ree

C
h

ildren

―
」「
香
川
大
学
教
育
学
部
研
究
報

告
」
第
Ⅰ
部
　
香
川
大
学
教
育
学
部
　
平
成
一
二
年
七
月
）

⑪
　
拙
論
「
野
上
彌
生
子
の
児
童
文
学

―
「
赤
い
鳥
」
の
「
お
爺
さ
ん
と
お
婆
さ
ん
」

を
中
心
に

―
」「
児
童
文
学
研
究
」
第
三
五
号
　
日
本
児
童
文
学
学
会
　
二
〇
〇
二

年
一
〇
月

⑫
　
彌
生
子
訳
『
伝
説
の
時
代
』（
ブ
ル
フ
ィ
ン
チ
著
　
尚
文
堂
　
一
九
一
三
・
七
）
は
長
男

素
一
に
献
じ
ら
れ
て
い
る
。

⑬
　
野
上
素
一
「
書
き
直
さ
れ
た
読
も
の

―
私
の
育
っ
た
家
庭

―
」（「
野
上
彌
生
子

全
集
月
報
」
七
　
第
十
七
巻
　
岩
波
書
店
　
一
九
八
〇
年
十
二
月
）
初
出
は
「
婦
人
朝
日
」

第
二
巻
第
十
一
号
　
一
九
四
七
年
一
一
月
　
　
　

⑭
　
「
世
界
少
年
文
学
名
作
集
」
に
つ
い
て
は
拙
論
「
野
上
彌
生
子
訳
『
ハ
イ
ヂ
』
の

一
考
察
」（「
児
童
文
学
研
究
」
第
三
四
号
　
日
本
児
童
文
学
学
会
　
二
〇
〇
一
年
一
〇
月
）

を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
梅
花
女
子
大
学
非
常
勤
講
師
）
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