
野
上
弥
生
子
の
肖
像

児
童
文
学
と
の
関
わ
り

宮

澤

健
太
郎

は
じ
め
に

小
説

｢

海
神
丸｣

や

｢

狐｣

な
ど
で
知
ら
れ
る
こ
の
作
家
が
児
童
文
学
の
世
界
に
足
を
踏
み
入
れ
る
に
至
っ
た
経
過
や
理
由
な
ど
を
解

き
明
か
し
て
み
た
い
。
そ
し
て
弥
生
子
の
児
童
文
学
が
目
指
し
た
も
の
が
何
で
あ
っ
た
か
を
解
明
す
る
の
が
本
稿
の
目
的
で
あ
る
。

野
上
弥
生
子
と
は

一
八
八
五
年

(

明
治
18)

大
分
県
臼
杵
町
で
生
ま
れ
た
。
父
は
酒
造
家
小
手
川
角
三
郎
。
弥
生
子
の
本
名
、
ヤ
ヱ
。
は
じ
め
は
八
重
子

の
名
を
用
い
、
後
に
弥
生
子
と
称
し
た
。
小
学
校
の
頃
、
国
文
学
者
、
久
保
千
尋
か
ら
古
典
の
指
導
を
受
け
る
。
16
歳
で
上
京
、
巌
本
善

治
の
キ
リ
ス
ト
教
系
の
明
治
女
学
校
に
入
学
、
18
歳
の
時
、
同
郷
の
野
上
豊
一
郎
と
相
知
り
、
同
時
に
理
科
大
学
大
学
院
の
寺
田
寅
彦
を

知
る
。
こ
の
頃
、
漱
石
が
イ
ギ
リ
ス
か
ら
帰
り
一
高
の
英
文
科
の
講
師
に
な
る
と
豊
一
郎
は
漱
石
に
惚
れ
込
み
一
高
の
英
文
科
に
入
っ
た
。

明
治
39
年
、
22
歳
の
弥
生
子
は
豊
一
朗
と
結
婚
。
漱
石
の
手
ほ
ど
き
で

｢

縁｣

を
書
い
た
。
漱
石
の
影
響
を
受
け
て
写
生
文
を
駆
使
し
て

二
一



小
説
を
書
い
た
。『

ホ
ト
ト
ギ
ス』

や
女
性
誌

『

青
鞜』

な
ど
で
も
活
躍

(

明
治
43
〜
大
正
7)

。
三
人
の
男
児
の
母
と
な
り
、
初
期
の
作

風
か
ら
子
ど
も
に
焦
点
を
当
て
た
作
品
が
多
く
な
っ
た
。
戯
曲
も
幾
つ
か
書
い
た
。
そ
の
う
ち
社
会
性
に
も
興
味
を
抱
き
、
青
年
の
魂
の

情
熱
を
描
い
た
。｢

真
知
子｣

(

昭
和
3
〜
5)

な
ど
女
の
生
き
方
も
描
い
た
。
晩
年
に
は

｢

秀
吉
と
利
休｣

(

昭
和
37
〜
38)

な
ど
批
評

め
い
た
歴
史
分
野
も
開
拓
し
た
。

児
童
文
学
と
し
て
の
作
品

夏
目
漱
石
が

｢

我
輩
は
猫
で
あ
る｣

を
俳
句
雑
誌

『

ホ
ト
ト
ギ
ス』

に
載
せ
た
の
が
一
九
〇
五
年

(

明
治
38)

1
月
の
こ
と
で
あ
る
。

そ
の
後
続
編
を
2
月

(

二)

、
4
月

(
三)

、
6
月

(

四)

、
7
月

(

五)

、
10
月

(

六)

、
次
の
年
1
月

(

七
、
八)

、
3
月

(

九)

、
4
月

(

十)

、
8
月

(

十
一)

と
続
け
大
倉
・
服
部
書
店
か
ら

｢

我
輩
ハ
猫
デ
ア
ル｣

、
明
治
38
年
10
月
、
同
中
編
が
同
39
年
11
月
、
同
下
編
が

同
40
年
5
月
に
刊
行
。
一
冊
本
と
し
て
は
明
治
44
年
7
月
大
倉
書
店
か
ら
出
さ
れ
た
。

こ
の

｢

我
輩
は
猫
で
あ
る｣

が
出
た
頃
か
ら
弥
生
子
は
児
童
文
学
を
書
き
始
め
た
。

こ
れ
は
夫
、
豊
一
郎
と
も
ど
も
漱
石
山
房
に
出
入
り
始
め
た
頃
で
あ
る
。
こ
の
会
は
後
に
木
曜
会
と
い
う
名
で
呼
ば
れ
、
多
く
の
イ
ン

テ
リ
が
敷
居
を
ま
た
い
だ
。
も
っ
と
も
古
い
弟
子
は
俳
人
、
松
根
東
洋
城

(

松
山
中
学
教
え
子)

、
寺
田
寅
彦

(

五
高
の
教
え
子)

、
そ
の

あ
と
は
野
上
豊
一
郎
、
弥
生
子
、
森
田
草
平
、
鈴
木
三
重
吉
、
赤
城
桁
平
、
中
勘
助
、
安
倍
能
成
、
安
部
次
郎
、
和
辻
哲
郎
、
内
田
百
�
、

小
宮
豊
隆
な
ど
が
加
わ
り
、
最
後
に
芥
川
龍
之
介
、
久
米
正
雄
ら
が
集
う
会
で
あ
っ
た
。
こ
の
会
は
明
治
41
年
10
月
か
ら
木
曜
会
と
し
て

漱
石
の
死
ま
で
続
い
た
と
い
う
。
漱
石
死
後
は
名
前
も
九
日
会
と
変
わ
っ
た
。
命
日
が
12
月
9
日
だ
っ
た
か
ら
だ
。
こ
こ
で
弥
生
子
は
夫

と
も
ど
も
漱
石
の
教
え
を
仰
い
だ
の
で
あ
っ
た
。
漱
石
の
こ
の
頃
の
モ
ッ
ト
ー
は
写
生
で
あ
る
。
俳
句
の
面
で
は
正
岡
子
規
、
高
浜
虚
子

二
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ら
が
主
張
し
た
自
然
主
義
の
実
践
の
場
で
も
あ
っ
た
。
こ
の
木
曜
会
か
ら
漱
石
の
推
奨
も
あ
っ
て
新
し
い
ス
タ
イ
ル
の
作
家
が
、
つ
ぎ
つ

ぎ
育
っ
て
い
っ
た
の
は
興
味
深
い
。
弥
生
子
も
当
然
そ
の
一
人
だ
。
そ
れ
は
漱
石
が
学
者
か
ら
朝
日
新
聞
の
文
芸
欄
の
担
当
に
な
っ
た
こ

と
と
も
無
縁
で
は
あ
る
ま
い
。
こ
う
し
た
木
曜
会
で
の
成
果
が
弥
生
子
の
作
品
に
如
実
に
表
わ
れ
て
い
る
と
み
て
も
よ
い
だ
ろ
う
。

弥
生
子
の
児
童
文
学
の
四
つ
の
変
遷

①

弥
生
子
は
明
治
44
年
頃
か
ら
大
正
5
年
に
か
け
て
は
、
可
愛
そ
う
な
身
よ
り
の
な
い
少
女
の
話
を
よ
く
書
い
た
。｢

桃
咲
く
郷｣

(

明
治
44

『

少
女
の
友』)
、｢
菊
子
の
話｣

(

大
正
元

『

少
女
画
報』)

、｢

雛
子｣

(

大
正
5

『

少
女
画
報』)

な
ど
で
あ
る
。

｢

桃
咲
く
郷｣

…
…
十
三
歳
の
お
新
は
田
舎
の
豆
腐
屋
の
店
先
に
捨
て
子
に
さ
れ
た
少
女
だ
っ
た
。
朝
は
真
っ
暗
い
う
ち
に
起
こ
さ
れ
手

伝
わ
さ
れ
、
そ
れ
が
終
わ
る
と
赤
ん
坊
を
背
負
っ
て
子
守
の
日
々
。
そ
の
赤
ん
坊
の
名
は
銀
坊
。
銀
坊
は
お
新
が
大
好
き
。
あ
る
日
、
あ

ま
り
の
辛
さ
に
銀
坊
を
連
れ
て
こ
の
村
を
出
て
行
く
。
と
あ
る
理
想
郷
、
大
和
村
と
い
う
村
で
優
し
い
娘
た
ち
や
親
切
な
爺
さ
ん
婆
さ
ん

に
御
馳
走
に
な
り
、
う
つ
ら
う
つ
ら
し
て
い
る
と
、
突
然
、
豆
腐
屋
に
起
さ
れ
今
迄
の
こ
と
が
、
す
べ
て
夢
だ
っ
た
こ
と
を
知
る
。

｢

菊
子
の
話｣

…
…
小
石
川
、
場
末
の
裏
町
の
二
間
ば
か
り
の
借
家
に
、
住
ん
で
い
る
の
は
九
歳
の
菊
子
と
そ
の
母
。
父
は
二
人
を
置
い

て
満
州
に
行
っ
て
し
ま
っ
て
い
た
。(

お
祖
父
様
は
し
か
し
大
変
お
金
持
ち
だ
っ
た
が
亡
く
な
っ
て
か
ら
父
が
そ
れ
を
使
っ
て
し
ま
っ
て

貧
し
い
生
活
に
甘
ん
じ
て
い
た
。)

お
祖
父
様
の
付
け
て
く
れ
た
菊
子
と
い
う
名
前
の
由
来
に
な
っ
た
菊
の
秋
の
11
月
５
日
。
お
祖
父
様

の
お
墓
参
り
を
兼
ね
て
染
井
の
墓
地
、
板
橋
の
庚
申
塚
あ
た
り
の
小
高
い
丘
あ
た
り
で
、
二
人
で
お
弁
当
を
食
べ
ふ
と
見
る
と
、
そ
こ
の

お
祖
父
様
も
好
き
だ
っ
た
菊
花
壇
の
あ
る
家
を
見
つ
け
る
。
そ
こ
に
無
断
で
入
っ
て
み
る
と
、
一
人
の
お
じ
い
さ
ん
が
剪
定
し
て
い
る
の

二
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に
気
付
く
。
話
し
て
み
る
と
、
そ
れ
こ
そ
大
町
の
叔
父
様
だ
っ
た
。
そ
の
日
か
ら
二
人
と
も
、
こ
こ
に
移
っ
て
幸
せ
に
暮
ら
す
こ
と
に
な
っ

た
。
お
伽
小
説
と
の
角
書
が
つ
い
て
い
る
。

｢

雛
子｣
…
…
士
族
だ
っ
た
お
父
様
と
、
お
母
様
が
好
き
合
っ
て
い
る
時
に
雛
子
は
生
ま
れ
た
が
、
わ
け
あ
っ
て
、
お
父
様
は
別
の
人
と

結
婚
さ
れ
お
母
様
も
再
び
結
婚
す
る
こ
と
に
な
り
、
雛
子
は
伯
父
さ
ん
伯
母
さ
ん
の
と
こ
ろ
に
里
子
に
出
さ
れ
た
。
そ
の
雛
子
に
つ
い
て

実
の
お
母
様
は
里
子

(
実
は
雛
子)

は
、
急
病
で
死
ん
だ
と
言
わ
れ
て
い
た
。
そ
れ
か
ら
十
幾
年
が
過
ぎ
て
雛
子
も
16
、
7
歳
。
お
母
様

も
子
ど
も
が
生
ま
れ
ず
、
貰
い
子
を
し
て
今
13
歳
に
な
る
義
太
郎
と
い
う
男
の
子
が
い
る
と
い
う
。
こ
の
母
子
の
手
紙
の
や
り
と
り
が
復

活
し
て
愈
々
会
え
る
こ
と
に
な
る
と
い
う
や
や
こ
し
い
話
。
少
女
小
説
と
の
角
書
が
あ
る
。

②

大
正
8
年
頃
か
ら

『

赤
い
鳥』
に
説
話
・
頓
智
系
話
を
書
く
よ
う
に
な
っ
た
。『

赤
い
鳥』

の
教
育
性
に
考
慮
し
て
の
意
図
と
考

え
ら
れ
る
。｢

一
本
足
の
鶴｣
(

大
正
8

『
赤
い
鳥』)

、｢

兄
弟
の
百
姓｣

(

大
正
8

『

赤
い
鳥』)

、｢

人
間
は
ど
れ
だ
け
の
土
地
が
い

る
か｣

(

昭
和
11

『

婦
人
公
論』)

な
ど
が
あ
げ
ら
れ
る
。

｢

一
本
足
の
鶴｣

…
…
殿
様
の
屋
敷
の
料
理
番
は
大
層
頓
智
が
あ
っ
た
。
王
様
か
ら
鶴
を
使
っ
た
ご
馳
走
を
作
れ
と
の
命
令
が
出
た
。
料

理
が
出
来
上
が
る
頃
、
園
丁
の
と
こ
ろ
の
娘
が
鶴
の
足
を
一
本
く
れ
と
言
わ
れ
、
あ
げ
て
し
ま
う
。
出
来
上
が
っ
た
片
足
の
な
い
鶴
の
料

理
を
見
て
怒
っ
た
王
様
は
料
理
番
を
つ
れ
て
狩
り
場
に
い
っ
て
一
本
足
で
立
つ
鶴
を
矢
で
う
つ
と
鶴
は
も
う
片
足
も
出
し
た
。
そ
れ
み
ろ

と
王
様
。
料
理
番
慌
て
ず
昨
夜
も
矢
の
音
を
聞
か
せ
た
ら
鶴
も
き
っ
と
二
本
足
が
出
た
で
し
ょ
う
と
い
っ
て
王
様
を
笑
わ
せ
た
。
こ
れ
は

ジ
ョ
ヴ
ァ
ン
ニ
・
ボ
ッ
カ
チ
オ
の

｢

デ
カ
メ
ロ
ン｣

の
な
か
の
コ
ン
ト
の
一
つ
だ
と
も
こ
と
わ
っ
て
い
る
。
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｢

兄
弟
の
百
姓｣

…
…
隣
り
合
っ
て
田
を
耕
す
兄
弟
の
百
姓
が
い
た
。
お
い
し
い
米
を
つ
く
っ
て
い
た
が
あ
る
時
、
兄
が
こ
の
お
米
で
う

ま
い
酒
を
作
れ
ば
儲
か
る
と
言
っ
て
商
売
を
始
め
た
。
商
売
は
う
ま
く
い
っ
た
が
、
こ
の
男
の
息
子
の
放
蕩
息
子
が
お
金
を
も
っ
て
逃
げ

て
し
ま
っ
た
。
途
方
に
暮
れ
た
兄
は
商
売
を
や
め
て
し
ま
っ
た
。
弟
に
泣
き
つ
く
と
、｢

米
は
や
は
り
米
で
食
べ
る
の
が
い
い
の
だ
。｣

と

言
う
結
論
に
な
っ
た
。

｢

人
間
は
ど
れ
だ
け
の
土
地
が
い
る
か｣

…
…
ト
ル
ス
ト
イ
の
翻
訳
。
姉
妹
の
う
ち
妹
の
夫
パ
ホ
ー
ム
は
隣
の
土
地
を
買
っ
た
。｢

土
地

さ
へ
自
由
に
な
れ
ば
悪
魔
だ
っ
て
恐
く
な
い｣

と
い
っ
た
も
の
だ
か
ら
、
悪
魔
は
こ
の
男
と
勝
負
し
よ
う
と
決
め
た
の
だ
。
畑
の
ま
わ
り

の
百
姓
た
ち
と
の
ト
ラ
ブ
ル
続
き
の
パ
ホ
ー
ム
は
も
っ
と
別
の
広
い
土
地
が
ほ
し
く
な
っ
た
。
一
方
で
バ
シ
キ
ー
ル
の
村
で
は
一
日
で
歩

け
た
分
の
土
地
を
あ
げ
ま
し
ょ
う
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
。
こ
の
企
画
に
の
っ
て
出
来
る
だ
け
広
い
所
を
取
ろ
う
と
、
パ
ホ
ー
ム
は
一
日
中

歩
き
回
っ
て
疲
労
し
、
と
う
と
う
最
後
に
た
ど
り
着
い
た
丘
の
上
で
死
ん
で
し
ま
う
と
い
う
寓
話
だ
。
よ
く
ば
っ
て
は
い
け
な
い
と
い
う

教
訓
で
も
あ
っ
た
。

③

弥
生
子
童
話
で
本
格
童
話
と
よ
ん
で
い
い
も
の
が
大
正
10
年
か
ら
11
年
に
か
け
て
書
か
れ
た
。
そ
れ
は

｢

あ
る
泥
坊
の
話｣

(

大

正
10

『

東
京
朝
日
新
聞』)

、｢

神
様
と
巨
人｣

(

大
正
11

『
女
性
日
本
人』)

な
ど
で
あ
る
。

｢

あ
る
泥
坊
の
話｣

…
…
泥
坊
一
家
の
な
か
の
ひ
と
り
の
若
い
泥
坊
は
知
恵
も
あ
る
し
勇
気
も
あ
り
、
強
く
、
美
し
い
顔
を
も
っ
て
い
た
。

取
れ
な
い
も
の
も
な
い
そ
ん
な
泥
坊
だ
っ
た
。
あ
る
時
金
持
ち
の
お
城
の
様
な
家
の
、
そ
の
中
に
一
つ
の
塔
が
あ
っ
て
、
覗
い
た
泥
坊
は

真
っ
青
な
顔
で
立
ち
す
く
ん
だ
。
そ
こ
に
は
鏡
の
前
で
燭
台
を
も
っ
て
立
つ
美
し
い
娘
が
い
た
の
だ
。
娘
は
こ
こ
に
現
れ
た
若
い
泥
坊
の
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妻
に
な
る
こ
と
を
心
に
決
め
て
い
た
。
こ
の
少
女
に
心
を
奪
わ
れ
た
そ
の
時
か
ら
今
迄
奪
っ
た
す
べ
て
の
宝
を
貧
し
い
人
々
に
与
え
、
森

に
帰
っ
て
来
る
途
中
で
も
す
べ
て
の
も
の
を
与
え
て
し
ま
っ
た
。
そ
う
こ
う
す
る
う
ち
少
女
は
大
理
石
の
女
神
と
変
わ
り
、
後
を
追
っ
て

泥
坊
も
石
と
な
っ
た
。
そ
れ
か
ら
何
年
か
し
て
森
を
開
拓
し
た
金
持
ち
が
森
の
土
の
中
に
男
女
の
大
理
石
の
彫
像
、
そ
れ
は
手
を
と
り
あ
っ

て
微
笑
す
る
像
、
を
堀
り
あ
て
博
物
館
に
そ
れ
を
寄
付
し
た
と
い
う
。
い
か
に
も
幻
想
的
な
話
だ
。

｢

神
様
と
巨
人｣
…
…
西
の
国
の
巨
人
は
大
き
な
体
と
力
で
王
様
を
殺
し
、
皆
が
越
え
ら
れ
ぬ
と
言
う
神
様
を
ま
で
倒
そ
う
と
旅
に
出
る
。

最
後
に
神
、
実
は
谷
間
に
移
る
自
分
の
影
を
神
と
ま
ち
が
え
、
そ
れ
に
飛
び
か
か
っ
て
剣
で
影
の
胸
を
刺
し
通
し
た
と
思
っ
た
途
端
、
そ

れ
は
自
分
身
身
の
胸
を
突
き
刺
し
て
い
た
の
だ
っ
た
。

ふ
た
つ
の
話
の
う
ち
前
者
は
幻
想
的
で
ロ
マ
ン
チ
ッ
ク
だ
し
、
後
者
は
教
訓
的
だ
。

④

伝
記
も
の
は
昭
和
9
年
か
ら
11
年
に
か
け
て
執
筆
し
た
も
の
が
多
い
。
た
と
え
ば

｢

花
の
ゑ
の
ぐ｣

(

昭
和
9

『

婦
人
之
友』)

、

｢

金
時
計｣

(

昭
和
9

『

婦
人
之
友』)

、｢

竪
琴
の
一
曲｣

(

昭
和
9

『

婦
人
之
友』)

な
ど
が
あ
る
。
い
ず
れ
も
発
表
雑
誌
の
求
め
に

応
ず
る
偉
人
伝
と
な
っ
て
い
る
。

｢

花
の
ゑ
の
ぐ｣

…
…
原
題

｢

カ
ド
ア
の
少
年｣

。
イ
タ
リ
ア
の
と
あ
る
町
カ
ド
ア
に
住
む
テ
ィ
チ
ア
ー
ノ
少
年
と
姉
の
カ
タ
リ
ー
ナ
。

こ
の
少
年
、
い
つ
か
は
ヴ
ェ
ネ
チ
ア
に
い
っ
て
画
の
先
生
に
つ
い
て
画
家
に
な
り
た
い
と
い
う
意
思
を
も
っ
て
い
た
。
あ
る
時
、
丘
の
上

の
石
の
家
で
ま
わ
り
に
咲
い
て
い
る
生
花
の
色
を
つ
か
っ
て
画
を
描
き
た
い
と
い
う
テ
ィ
チ
ア
ー
ノ
の
願
い
通
り
、
カ
タ
リ
ー
ナ
の
摘
ん

二
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だ
花
で
見
事
な
聖
母
と
キ
リ
ス
ト
の
画
を
描
い
た
。
そ
れ
こ
そ
後
の
天
才
画
家
テ
ィ
チ
ア
ー
ノ
の
出
発
点
だ
っ
た
。

｢
金
時
計｣

…
…
原
題

｢

幼
き
シ
ョ
パ
ン｣

。
あ
る
有
名
詩
人
ニ
ー
ム
ゼ
ヴ
ィ
ッ
チ
は
9
歳
の
フ
レ
デ
リ
ッ
ク
・
シ
ョ
パ
ン
の
と
こ
ろ
を

訪
ね
、
音
楽
会
を
開
き
た
い
か
ら
演
奏
し
て
く
れ
な
い
か
、
と
い
う
話
を
も
っ
て
い
っ
た
の
だ
っ
た
。
演
奏
会
の
前
は
馬
鹿
に
し
て
い
た

貴
族
た
ち
も
、
い
ざ
そ
の
ピ
ア
ノ
を
聴
い
て
み
る
と
そ
の
腕
前
に
び
っ
く
り
。
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ー
ヌ
大
公
さ
え
も
大
賞
賛
。
あ
る
時
、

聞
き
た
か
っ
た
歌
姫
タ
カ
ラ
ー
ニ
の
歌
を
聴
い
た
フ
レ
デ
リ
ッ
ク
は
大
感
動
。
逆
に
、
そ
の
歌
姫
か
ら
ピ
ア
ノ
を
弾
い
て
く
れ
な
い
か
と

頼
ま
れ
た
。
そ
の
お
礼
に
金
時
計
を
送
ら
れ
た
。
彼
の
ピ
ア
ノ
こ
そ
タ
カ
ラ
ー
ニ
の
与
え
て
く
れ
た
歌
の
幻
想
世
界
の
夢
を
そ
の
ま
ま
表

し
た
も
の
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
だ
。

｢

竪
琴
の
一
曲｣

…
…
原
題

｢

う
ま
つ
づ
ら
の
花
束｣

。
モ
ツ
ア
ル
ト
が
7
歳
の
頃
、
お
父
さ
ん
は
世
渡
り
が
ま
ず
く
、
い
つ
も
貧
乏
だ
っ

た
。
ほ
う
ぼ
う
の
国
を
演
奏
旅
行
し
て
歩
い
て
い
た
。
一
緒
に
行
っ
た
の
は
五
つ
違
い
の
姉
の
マ
リ
ア
。
心
優
し
い
弟
は
姉
の
た
め
に
、

演
奏
会
で
お
金
が
入
っ
た
ら
姉
の
為
に
着
物
を
買
っ
て
く
れ
る
よ
う
に
お
父
さ
ん
に
お
願
い
し
た
。
し
か
し
竪
琴
の
関
税
が
高
い
の
で
無

理
だ
と
言
っ
た
お
父
さ
ん
の
言
葉
に
一
計
を
案
じ
た
モ
ツ
ア
ル
ト
は
役
人
の
前
で
竪
琴
を
神
秘
的
な
力
で
か
き
鳴
ら
し
演
奏
が
み
ご
と
に

終
わ
る
と
役
人
は
感
心
し
て
、
竪
琴
の
税
金
は
と
ら
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
姉
の
着
物
を
買
う
こ
と
が
で
き
た
と
い
う
。

｢

愛
子
叢
書｣

と
の
関
係

弥
生
子
の
児
童
文
学
と
称
さ
れ
る
作
品
は
、
以
上
に
あ
げ
た
よ
う
に
教
訓
性
が
高
い
。
そ
れ
は
自
家
用
性
の
強
い
こ
と
に
も
よ
る
が
、

時
代
の
要
請
と
い
っ
て
も
よ
か
っ
た
だ
ろ
う
。｢

愛
子
叢
書｣

(

大
正
2
〜
大
正
3)

が
も
っ
て
い
た
次
の
い
く
つ
か
の
性
格
に
も
よ
る
と

こ
ろ
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。
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①

よ
い
文
学
を
児
童
に
与
え
ん
と
す
る
こ
と
。

②

少
年
少
女
へ
の
お
く
り
も
の
。

③

本
格
童
話
隆
盛
の
前
兆
。

④

出
版
社
の
記
念
事
業
。

⑤

児
童
文
学
界
へ
の
新
機
軸
の
導
入
。

⑥

マ
ン
ネ
リ
化
の
打
破
。

⑦

創
作
童
話
へ
の
意
志
。

⑧

児
童
文
学
の
芸
術
性
。

⑨

既
成
文
壇
人
に
よ
る
協
力
。

⑩

新
人
の
発
堀
。

｢

愛
子
叢
書｣

は
、
こ
う
い
っ
た
い
く
つ
か
の
目
的
を
も
っ
て
起
こ
っ
て
き
た
児
童
文
学
運
動
の
出
発
で
あ
っ
た
が
、
軌
道
に
の
る
ま

で
に
は
、
や
は
り
相
当
の
時
間
が
か
か
っ
た
。

前
号
の
与
謝
野
晶
子
の
作
品
で
も
見
た
よ
う
に
、
や
は
り
有
名
な
歌
人
で
あ
ろ
う
と
も
稚
拙
な
構
成
で
し
か
な
か
っ
た
作
品
も
多
い
。

弥
生
子
の
場
合
も
、
説
話
に
頼
り
切
っ
た
り
、
頓
知
話
を
活
用
し
た
り
の
努
力
の
連
続
で
あ
っ
た
よ
う
だ
。

と
く
に
明
治
時
代
の
求
め
て
い
た
の
は
冒
険
、
立
身
出
世
、
仁
義
礼
智
で
あ
り
、
そ
れ
が
次
第
に
大
正
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
展
開
に
伴
い
、

個
性
と
か
自
我
の
芽
生
え
、
自
由
を
主
張
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
だ
が

｢

自
家
用
性
の
強
い
最
善
最
良
の｣

読
み
物
と
し
て
出
版
さ
れ
よ

う
と
し
た
の
が
ま
さ
に
、｢

愛
子
叢
書｣

の
目
的
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
は
じ
め
の
目
論
見
と
し
て
は
森
鴎
外
、
島
崎
藤
村
、
高
浜
虚
子
、
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徳
田
秋
声
、
島
村
抱
月
、
田
山
花
袋
、
夏
目
漱
石
の
著
名
な
面
々
が
担
当
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
が
、
こ
こ
か
ら
漱
石
と
鴎
外
、
抱
月
、

虚
子
が
抜
け
て
残
る
三
名
と
与
謝
野
晶
子
と
野
上
弥
生
子
の
五
人
に
よ
る
五
作
品
が
出
版
さ
れ
た
の
だ
っ
た
。
児
童
文
学
作
品
と
し
て
み

た
と
き
、
し
か
し
、
全
体
的
に
は
幼
稚
で
単
純
で
到
底

｢

文
学｣

の
域
に
達
し
た
と
は
言
い
が
た
い
も
の
が
多
か
っ
た
。
当
時
の
弥
生
子

に
と
っ
て
も
ま
さ
に
そ
の
通
り
で
あ
っ
た
。

お
わ
り
に

弥
生
子
の
児
童
文
学
の
特
徴

弥
生
子
自
身
の
言
葉
で
言
え
ば
、
和
菓
子
あ
り
洋
菓
子
あ
り
、
幼
児
向
け
あ
り
、
少
年
少
女
向
け
な
ど
の
よ
う
に
種
々
雑
多
あ
ら
ゆ
る

ジ
ャ
ン
ル
を
も
っ
た
作
家
で
そ
れ
だ
け
多
く
の
素
養
を
擁
し
た
作
家
で
あ
ろ
う
。
漱
石
の
木
曜
会
か
ら
得
た
も
の
は
児
童
文
学
に
限
っ
て

言
え
ば
、
実
に
写
生
ば
か
り
で
は
な
く
弥
生
子
の
作
物
の
引
き
出
し
は
あ
る
意
味
で
、
漱
石
よ
り
広
い
の
で
は
な
か
っ
た
か
。
一
般
的
に

は
教
訓
的
な
と
い
う
匂
い
も
た
し
か
に
強
い
が
、
こ
れ
も

『

赤
い
鳥』

な
ど
の
影
響
も
強
い
の
だ
ろ
う
し
、
キ
リ
ス
ト
教
的
知
識
、
英
文

学
、
ロ
シ
ア
文
学
か
ら
の
影
響
も
大
き
か
っ
た
の
で
は
な
か
っ
た
ろ
う
か
。
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