
与
謝
野
晶
子
の
肖
像

児
童
文
学
を
軸
に
し
て

宮

澤

健
太
郎

は
じ
め
に

与
謝
野
晶
子
と
い
え
ば
与
謝
野
鉄
幹
を
、
鉄
幹
と
い
え
ば

｢

明
星｣

を
思
い
起
さ
せ
る
。
そ
し
て

｢

明
星｣

と
い
え
ば
浪
漫
主
義
短
歌

の
急
先
鋒
の
短
歌
雑
誌
と
し
て
も
知
ら
れ
る
。
明
治
の
20
年
代
、
30
年
代
か
ら
を
生
き
抜
い
た
熱
烈
な
女
流
歌
人
と
し
て
こ
の
雑
誌
で
活

躍
し
た
晶
子
は
実
に
た
く
さ
ん
の
子
ど
も
を
生
ん
で
育
て
た
。
明
治
の
40
年
代
に
は
時
勢
の
流
れ
に
乗
っ
て
、
子
ど
も
向
け
の
童
話
や
童

謡
も
も
の
し
た
。
こ
こ
で
は
こ
の
歌
人
が
い
か
に
し
て
子
ど
も
分
野
に
進
出
し
た
の
か
を
明
ら
か
に
し
た
い
と
お
も
う
。

与
謝
野
晶
子
と
は

晶
子
、
本
名

鳳

(

お
お
と
り)

し
よ
う
は
一
八
七
八

(

明
治
11)
年
12
月
７
日
、
大
阪
府
堺
市
甲
斐
町
の
菓
子
屋
、
駿
河
屋
に
生
ま

れ
た
。
兄
と
弟
と
妹
が
お
り
、
そ
の
他
に
異
母
姉
二
人
が
い
た
。
幼
い
と
き
よ
り
古
典
や
史
書
に
興
味
を
持
ち
８
歳
の
時
、
樋
口
朱
陽
の

漢
学
塾
に
入
っ
た
り
も
し
た
。
11
歳
で
店
の
帳
簿
を
つ
け
た
り
地
唄
、
琴
、
三
味
線
、
踊
り
な
ど
も
習
っ
て
い
た
と
い
う
。
14
歳
で
堺
女

二
七



学
校
補
修
科
を
出
て
独
学
で
古
典
の
勉
強
を
し
な
が
ら
、
地
元
の
短
歌
会
に
短
歌
を
投
稿
し
た
り
、
関
西
青
年
文
学
会
の
会
誌

｢

よ
し
あ

し
草｣
に
新
体
詩
を
の
せ
た
り
し
た
。
一
九
○
○

(

明
治
33)

年
に
は
出
来
た
ば
か
り
の
東
京
新
詩
社
が
４
月
に
創
刊
し
た

｢

明
星｣

に

投
稿
、
熱
烈
な
与
謝
野
寛

(

鉄
幹)

信
奉
者
と
な
っ
た
。
７
月
に
は
上
京
、
逆
に
鉄
幹
も
８
月
に
大
阪
に
入
り
、
同
じ
く
信
奉
者
だ
っ
た

若
狭
の
山
川
登
美
子
と
三
人
で
京
都
、
永
観
堂
で
紅
葉
を
見
て
粟
田
山
で
一
泊
。
山
川
と
の
恋
の
三
角
関
係
か
ら
そ
の
贈
答
歌
の
競
争
に

勝
っ
て
そ
の
秋
、
実
家
の
反
対
を
押
し
切
っ
て
鉄
幹
と
結
婚
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
創
作
活
動
は
い
よ
い
よ
凄
ま
じ
く

｢

み
だ
れ
髪｣

(

明
治
34
年
８
月
、
東
京
新
詩
社)

を
も
っ
て
そ
の
地
位
を
確
立
し
た
。
23
歳
の
こ
と
で
あ
る
。
明
治
35
年

(

24
歳)

長
男
、
光
の
誕
生

の
後
、
合
わ
せ
て
四
男
五
女
を
儲
け
た
。
明
治
41
年
ご
ろ
よ
り

｢

絵
本
お
伽
噺｣

を
刊
行
し
、
明
治
43
年
に
は
お
伽
噺

｢

少
年
少
女｣

を

刊
行
、
自
ら
も
童
話
を
書
き
は
じ
め
た
。
一
方
で
は

｢

源
氏
物
語｣

を
訳
し
た
り
短
歌
や
評
論
も
書
い
た
。
明
治
35
年
に
は
小
説

｢

雲
の

い
ろ
い
ろ｣

を
書
く
な
ど
活
発
に
活
動
し
、
パ
リ
に
留
学
し
た
夫

鉄
幹
を
追
い
パ
リ
に
出
か
け
た
。(

こ
の
後
生
ま
れ
た
子
ど
も
の
名

前
に
は
ア
ウ
ギ
ュ
ス
ト

(

四
男
、
大
正
２
年)
、
エ
レ
ン
ヌ

(

五
女
、
大
正
３
年)

と
い
っ
た
洋
風
の
名
前
も
つ
け
た
。
古
典
も
の
の
訳

は
、
紫
式
部
や
和
泉
式
部
さ
ら
に
は
徒
然
草
、
栄
華
物
語
に
及
ん
だ
。
大
正
４
年
に
は
童
話

｢

う
ね
う
ね
川｣

を
刊
行
。
大
正
８
年
に
は

童
話

｢

行
っ
て
参
り
ま
す｣
(

天
佑
社)

を
刊
行
。
大
正
14
年
童
話

｢

藤
太
郎
の
旅｣

(｢

行
っ
て
参
り
ま
す｣

改
題)

刊
行
。
昭
和
２
年

｢

モ
リ
ナ
ガ
・
ヱ
ホ
ン｣

刊
行
。
晶
子
57
歳

(

昭
和
10
年)
の
時
、
鉄
幹
肺
炎
で
死
去
。
一
九
四
二

(

昭
和
17)

年
５
月
29
日
、
狭
心
症

で
死
去
。
64
歳
。
号
は
小
舟
、
白
萩
。

短
歌
の
境
地

晶
子
と
い
え
ば
や
は
り
浪
漫
主
義
短
歌
が
あ
げ
ら
れ
る
。
明
治
20
年
代
後
半
に
は
す
で
に
円
熟
の
境
地
に
達
し
た
と
新
間
進
一
は
述
べ

二
八



て
い
る

(

日
本
近
代
文
学
大
事
典
、
講
談
社
、
昭
和
52)

。
新
間
の
え
ら
ぶ
歌
を
あ
げ
て
解
釈
し
て
み
よ
う
。

春
ゆ
ふ
べ
そ
ぼ
ふ
る
雨
の
大
原
や
花
に
狐
の
睡

(

ぬ)

る
寂
光
院

｢

小
扇｣

明
治
37
／
１

26
歳

京
都
大
原
と
い
っ
た
優
雅
な
現
場
に
雨
さ
え
も
そ
ぼ
降
っ
て
い
る
春
の
夜
。
こ
ん
な
あ
ま
り
に
も
情
趣
ゆ
た
か
な
寂
光
院
の
桜
の
花

の
も
と
に
、
こ
の
あ
た
り
に
住
む
狐
も
う
っ
か
り
ね
て
し
ま
う
と
い
っ
た
そ
ん
な
ゆ
っ
た
り
し
た
詩
情
が
溢
れ
て
い
る
。

友
禅
の
袖
十
あ
ま
り
円

(
ま
る)

う
よ
り
千
鳥
き
く
夜
を
雪
ふ
り
出
ぬ

｢

毒
草｣

明
治
37
／
５

京
友
禅
を
着
た
女
人
達
の
ま
る
く
な
っ
て
の
踊
り
の
最
中
、
遠
く
か
ら
聞
こ
え
て
来
る
千
鳥
の
舞
の
歌
、
ふ
と
外
を
見
れ
ば
雪
さ
え

ち
ら
ち
ら
と
落
ち
て
来
る
。
な
ん
と
い
う
幻
想
的
で
優
雅
で
王
朝
的
な
光
景
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

地
は
ひ
と
つ
大
白
蓮
の
花
と
見
ぬ
雪
の
中
よ
り
日
の
ぼ
る
時

｢

夢
之
華｣

明
治
39
／
９

28
歳

一
面
の
雪
景
色
、
そ
こ
に
朝
日
の
の
ぼ
る
光
景
は
ま
さ
に
そ
れ
は
大
き
な
白
い
蓮
の
花
の
よ
う
だ
。

い
ず
れ
も
幽
玄
で
情
趣
的
で
、
そ
れ
で
い
て
透
明
感
に
富
ん
で
い
て
、
決
し
て
恋
の
歌
で
は
な
い
。｢

絢
爛｣

と
い
う
言
葉
を
新
間
は

用
い
る
が
、
友
禅
の
と
こ
ろ
で
は
そ
れ
が
あ
て
は
ま
っ
て
い
よ
う
。
い
わ
ゆ
る
こ
う
い
っ
た
趣
味
を
晶
子
調
と
い
う
わ
け
だ
が

｢

明
星｣

で
は
こ
の
雰
意
気
が
明
星
調
と
も
よ
ば
れ
た
由
縁
だ
。

こ
の
よ
う
に
し
て
一
世
を
風
靡
し
た
晶
子
に
は
い
ろ
い
ろ
な
メ
デ
ィ
ア
か
ら
の
短
歌
選
者
の
依
頼
や
吟
行
の
問
い
合
わ
せ
が
殺
到
し
た
。

二
九



上
述
の
ご
と
く
晶
子
の
作
風
は
更
に
進
化
し
相
聞
的
な
熱
烈
な
も
の
に
変
化
し
て
ゆ
く
。

鎌
倉
の
由
比
が
浜
べ
の
松
も
き
け
君
と
わ
れ
と
は
相
お
も
ふ
人

｢

佐
保
姫｣

明
治
42
／
５

31
歳

鎌
倉
の
由
比
が
浜
で
待
っ
て
く
れ
て
い
る
あ
な
た
、
そ
の
こ
と
を
浜
の
松
も
聞
い
て
く
だ
さ
い
よ
、
あ
な
た
の
こ
と
が
大
好
き
よ
。

湯
槽

(

ぶ
ね)

に
て
わ
が
枕
す
る
腕

(

た
だ
む
き)

は
望
の
月
夜
も
及
ば
ぬ
も
の
を

｢

青
海
波｣

明
治
45
／
１

34
歳

わ
た
し
が
湯
舟
で
あ
な
た
の
腕
を
ま
く
ら
に
窓
か
ら
み
え
る
満
月
を
み
て
い
ま
す
が
こ
れ
は
満
月
な
ん
か
よ
り
ず
ー
っ
と
い
い
わ
よ

な
ん
と
大
胆
で
そ
れ
で
い
て
情
の
溢
れ
る
よ
う
な
短
歌
で
は
な
い
か
。
ど
ち
ら
か
と
言
え
ば
、
そ
れ
は
エ
ロ
テ
ィ
ッ
ク
で
も
あ
ろ
う
。

大
正
時
代
に
な
る
と
短
歌
も
だ
が
詩
や
エ
ッ
セ
イ
、
さ
ら
に
は
小
説

(｢

明
る
み
へ｣

東
京
朝
日
、
大
正
2
／
6
／
５
―
同
／
９
／
17)

古
典
の
新
訳
、
吟
行
、
講
演
会
も
多
く
な
っ
た
。
こ
の
時
代
に
も
の
し
た
口
語
自
由
詩
の
誌
風
は
自
然
美
の
礼
賛
、
生
活
苦
、
社
会
や
政

治
へ
の
批
判
、
風
刺
も
取
り
込
ん
で
い
っ
た
。

晶
子
と
児
童
文
学
と
の
か
か
わ
り

晶
子
が
児
童
文
学
畑
に
足
を
踏
み
入
れ
た
の
は
一
九
○
八

(

明
治
41)

年
、
晶
子
30
歳
の
時
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
前
年
３
月
に
双
子

の
女
子
を
生
ん
で
、
こ
の
年
に
突
然

｢

絵
本
お
伽
噺｣

を
刊
行
し
た
の
だ
。
明
治
43
年
８
月
に
は
駿
河
台
か
ら
麹
町
に
引
っ
越
し
、
９
月

三
〇



に
お
伽
噺

｢

少
年
少
女｣

を
も
刊
行
し
た
の
で
あ
る
。
前
の
年
に
は
三
男
、
麟
も
生
み
、
子
ど
も
は
合
わ
せ
て
六
人

(

大
正
９
年
ま
で
に

九
人)
、
他
方
で
資
金
の
源
、
主
力
の

｢

明
星｣

も
瓦
解
し
解
散
し
て
し
ま
っ
た

(

明
治
41
年
11
月)

今
、
鉄
幹
の
人
望
も
落
ち
、
晶
子

も
お
金
に
は
相
当
こ
ま
っ
て
い
た
だ
ろ
う
。
懸
命
に
自
宅
講
演
会
や
文
学
会
の
講
師
等
し
て
多
忙
な
時
期
だ
。
こ
の
よ
う
な
時
に
自
身
の

子
ど
も
た
ち
の
為
と
い
う
、
自
家
用
性
も
含
め
て
児
童
文
学
に
目
を
む
け
た
の
は
、
一
つ
に
は
若
松
賤
子
な
ど
の
業
績
か
ら
の
感
化
と
、

時
あ
た
か
も
英
国
か
ら
入
っ
て
来
た
マ
ザ
ー
グ
ー
ス
な
ど
が
竹
久
夢
二
や
北
原
白
秋
な
ど
に
よ
っ
て
翻
訳
さ
れ
始
め
た
影
響
か
ら
で
は
な

か
っ
た
ろ
う
か
。
さ
ら
に
背
を
押
し
た
の
は
小
川
未
明
の
童
話
集

｢

赤
い
船｣

(

明
治
43
／
12
、
京
文
社)

だ
っ
た
と
も
い
わ
れ
る
。
ま

た
晶
子
は
外
国
語
の
翻
訳
は
し
な
か
っ
た
が
、
古
典
の
現
代
語
訳
は
お
手
の
物
だ
っ
た
か
ら
、
児
童
文
学
の
明
治
期
の
終
焉
か
ら

(

つ
ま

り
お
伽
噺
の
終
焉
か
ら)

新
し
い
児
童
の
文
学
へ
の
挑
戦
を
始
め
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
。
何
よ
り
大
事
な
の
は
、
世
間
が
ま
だ
後
期
自

然
主
義
の
ブ
ー
ム
の
ま
っ
た
だ
中
に
こ
の
よ
う
な
仕
事
に
頭
を
浸
そ
う
と
し
た
そ
の
柔
軟
さ
で
な
か
っ
た
ろ
う
か
。
大
正
年
間
か
ら
め
ざ

め
た
よ
う
に
広
が
る
児
童
文
学
を
み
す
え
た
よ
う
な
晶
子
の
先
見
性
は
大
変
重
要
だ
と
思
わ
れ
る
の
だ
。

一
九
一
四

(

大
正
３
／
２
、
36
歳)

年
に
は
童
話
集

｢

八
つ
の
夜｣

(

実
業
之
日
本
社)

を

｢

愛
子
叢
書｣

の
一
冊
と
し
て
、

一
九

一
五

(

大
正
４
／
９
、
37
歳)

年
に
は
童
話
集

｢

う
ね
う
ね
川｣

(

啓
成
社)

、
な
ど
の
創
作
も
の
を
出
し
た
が
、
大
正
７
年
の

｢

赤
い
鳥｣

創
刊
に
と
も
な
っ
て
晶
子
へ
の
注
文
も
少
な
く
な
っ
た
と
い
わ
れ
る
。
そ
し
て
代
表
作

｢

言
っ
て
参
り
ま
す｣

(

大
正
８
／
５
、
天
佑
社
、

41
歳)

以
後
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。

｢

愛
子
叢
書｣

(

ア
イ
シ
ソ
ウ
シ
ョ)

の
意
味

明
治
時
代
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
中
心
の
児
童
文
学
の
中
心
は
冒
険
、
立
身
出
世
、
仁
義
礼
智
の
思
想
が
跋
扈
し
て
い
た
が
個
人
思
想
の
移

三
一



入
、
自
我
の
芽
生
え
な
ど
か
ら
大
正
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
が
広
ま
り
、
自
由
と
い
う
の
が
合
い
言
葉
に
も
な
っ
た
の
で
あ
る
。
大
正
元
年
の
芦

屋
蘆
村
の
少
年
文
学
研
究
会
な
ど
の
誕
生
、
そ
し
て
次
の
年
に
は
い
よ
い
よ

｢

愛
子
叢
書｣

が
お
目
見
え
す
る
。
こ
の
叢
書
に
つ
い
て
は

文
献
が
少
な
か
っ
た
が
、
故
・
続
橋
達
雄
が
そ
の
書

｢

大
正
児
童
文
学
の
世
界｣

(

平
成
８
／
２
、
お
う
ふ
う)

の
中
で
精
緻
に
解
説
し

た
の
で
か
い
つ
ま
ん
で
そ
れ
を
繰
り
返
そ
う
。

｢

愛
子
叢
書｣
は
出
版
の
実
業
之
日
本
社
が
自
社
の

｢

日
本
少
年｣

や

｢

少
女
の
友｣

の
広
告

(

1912
／
11
／
1
と
1913
／
2
／
1)

で
ア

イ
シ
ソ
ウ
シ
ョ
と
ル
ビ
を
ふ
っ
て
新
刊
広
告
を
出
し
て
い
る
。
要
旨
は
次
の
通
り
だ
。

少
年
少
女
の
読
み
物
と
し
て
い
ま
ま
で
為
に
な
る
も
の
は
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
の
で
こ
の
欠
点
を
補
う
た
め
文
壇
第
一
流
の
森
鴎
外
、

島
崎
藤
村
、
高
浜
虚
子
、
徳
田
秋
声
、
島
村
抱
月
、
田
山
花
袋
、
夏
目
漱
石
、
な
ど
に
は
か
っ
て
わ
が
子
に
よ
ま
せ
る
最
善
最
良
の
読
み

物
を
出
す
こ
と
に
し
た
。

そ
し
て
出
さ
れ
た
も
の
は
花
袋
の

｢

小
さ
な
鳩｣

(

大
正
２
／
３)

、
藤
村
の

｢

眼
鏡｣

(

大
正
２
／
２)

、
秋
声
の

｢

め
ぐ
り
あ
ひ｣

(

大
正
３
／
８)

、
与
謝
野
晶
子
の

｢

八
つ
の
夜｣

(
大
正
３
／
６)

、
野
上
弥
生
子
の

｢

人
形
の
望｣

(

大
正
３
／
８)

の
五
著
書
。
予
告

か
ら
す
れ
ば
野
上
と
晶
子
が
番
外
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ら
の
評
価
に
つ
い
て
以
下
主
要
部
を
抜
粋
す
る
。

○
未
明
氏
以
外
に
、
文
壇
人
が
児
童
読
物
に
筆
を
染
め
た
皮
切
り
。(

1927
／
12
山
内
秋
生

｢

日
本
文
学
選
集
２｣

丸
善)

○
よ
い
文
学
を
児
童
に
与
え
ん
と
す
る
動
き
の
現
れ
。(

1952
／
５
船
木
枳
郎

｢

現
代
児
童
文
学
史｣

新
潮
社)

○
新
し
い
童
話
運
動
も
始
ま
ら
な
い
時
代
に
さ
き
が
け
て
の
少
年
少
女
へ
の
お
く
り
も
の
。(

1954
／
３
長
谷
川
誠
一

｢

日
本
児
童
文
学

事
典｣

河
出)

○
文
壇
人
を
動
員
し
て
児
童
文
学
の
花
を
咲
か
せ
る
以
前
の
先
駆
的
な
出
版
。(
1955
／
８
関
英
雄

｢

日
本
児
童
文
学
大
系
２｣

三
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房)
○
児
童
文
学
の
近
代
的
確
立
の
た
め
に
、
自
然
主
義
派
の
詩
人
・
作
家
た
ち
の
仕
事
の
反
映
。(

1956
／
４
菅
忠
道

｢

日
本
の
児
童
文
学｣

大
月
書
店)

○
従
来
児
童
文
学
に
執
筆
経
験
の
な
い
文
壇
人
の
進
出
。(

1963
／
11
巌
谷
栄
二

｢

児
童
文
学
概
論｣

牧
書
店)

○
童
話
・
童
謡
雑
誌
の
隆
盛
の
前
兆
。(

1963
／
８
鳥
越
信

｢

日
本
児
童
文
学
案
内｣

理
論
社)

○

｢

赤
い
鳥｣

以
前
に
こ
う
し
た
作
品
が
生
ま
れ
て
い
る
こ
と
は
注
目
す
べ
き
。(

1970
／
３
滑
川
道
夫

｢

児
童
文
学
事
典｣

東
京
堂)

○
大
正
期
の
本
格
的
な
創
作
童
話
は
こ
れ
に
よ
っ
て
始
ま
る
。(

1970
／
５
岡
田
純
也

｢

近
代
日
本
児
童
文
学
史｣

大
阪
教
育
図
書)

○
有
本
芳
水
と
東
草
水
が
編
輯
に
加
わ
り
、
か
つ
て
の
博
文
館
の

｢

少
年
文
学｣

叢
書
を
め
ざ
し
て
い
た
ら
し
い
。(

1973
／
10
鳥
越
信

｢

子
ど
も
の
本
の
百
年
史｣

明
治
図
書)

○
児
童
文
学
の
新
し
い
転
換
が
求
め
ら
れ
て
い
た
時
期
の
産
物

(

横
谷
輝

｢

日
本
児
童
文
学
史
の
展
開｣

明
治
書
院)

○
実
業
之
日
本
社
の
記
録
さ
る
べ
き
一
大
事
業
。(
1974
／
10
瀬
沼
茂
樹

｢

名
著
復
刻
日
本
児
童
文
学
館｣)

○
博
文
館
の

｢

少
年
少
女
文
学｣

よ
り
も
そ
の
布
陣
が
興
味
を
そ
そ
る
。(

1975
／
10
桑
原
三
郎

｢

赤
い
鳥
の
時
代｣

慶
応
通
信)

○
俗
悪
化
・
マ
ン
ネ
リ
化
し
た
当
時
の
児
童
文
学
界
に
新
機
軸
を
入
れ
た
。(

1976
／
４
西
田
良
子

｢

日
本
児
童
文
学
概
論｣

東
京
書
籍)

○
文
学
と
し
て
の
童
話
を
志
向
す
る
文
壇
人
の
執
筆
。(

1983
／
６
浜
野
拓
也

｢

日
本
児
童
文
芸
史｣

三
省
堂)

○

｢

赤
い
鳥｣

出
版
以
前
に
こ
う
し
た
文
学
的
・
芸
術
的
に
す
ぐ
れ
た
創
作
を
生
み
出
し
た
こ
と
は
注
目
に
値
す
る
。(

1988
／
４
棚
橋

美
代
子

｢

児
童
文
学
事
典｣

東
京
書
籍)

○
芸
術
的
児
童
文
学
運
動
の
先
駆
。(

1971
／
２
原
昌
・
浜
野
拓
也

｢

新
版
児
童
文
学
概
論｣

樹
村
房)
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以
上
の
文
献
を
挙
げ
た
上
で
、
続
橋
は
、
明
治
天
皇
崩
御
に
伴
う
社
会
変
革
意
識
と
実
業
之
日
本
社
の

｢

少
女
の
友｣

の
求
め
て
い
た
、

家
族
的
親
愛
主
義
が
こ
の

｢

愛
子
叢
書｣

精
神
に
繋
が
っ
た
、
と
見
て
い
る
。
そ
れ
は

｢

少
女
の
友｣

や

｢

日
本
少
年｣

の
広
告
に
あ
る

｢

作
文
の
お
手
本｣

｢

面
白
く
て
上
品｣

と
い
っ
た
表
現
が
こ
れ
ら
の
結
論
の
ヒ
ン
ト
に
な
っ
て
い
る
、
と
も
の
べ
て
い
る
。

以
上
の
論
に
は
し
か
し
、
質
的
に
こ
の
叢
書
が
五
年
後
の

｢

赤
い
鳥｣

爆
発
に
む
け
て
の
前
哨
と
な
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
が
、
な

ぜ
そ
こ
に
野
上
弥
生
子
と
晶
子
が
入
ら
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
か
に
つ
い
て
の
言
及
は
な
い
。

こ
の
件
に
つ
い
て
は
未
だ
推
論
に
過
ぎ
な
い
が
、
広
告
に
名
前
が
あ
っ
て
書
か
な
か
っ
た
森
鴎
外
、
夏
目
漱
石
、
島
村
抱
月
と
高
浜
虚

子
の
意
味
と
も
関
係
あ
る
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
漱
石
と
虚
子
は
木
曜
会
の
面
子
で
あ
っ
て
そ
の
線
か
ら
言
え
ば
野
上
も
木
曜
会
メ
ン
バ
ー

だ
。
す
る
と
晶
子
を
推
薦
し
た
の
は
鴎
外
か
抱
月
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
晶
子
は
鴎
外
の
観
潮
楼
歌
会
に
明
治
43
年
４
月
か
ら
参
加
し
て

い
る
の
で
鴎
外
の
推
挙
の
線
が
濃
厚
だ
ろ
う
。
で
は
抱
月
は
何
故
書
か
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
。
彼
は
批
評
家
な
の
で
受
け
た
も
の
の
児
童

文
学
創
作
は
出
来
な
か
っ
た
と
い
う
の
が
当
た
っ
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
。
続
論
を
待
ち
た
い
。

い
よ
い
よ
晶
子
自
身
の
作
品
を
、
解
説
し
て
み
よ
う
。(
ほ
る
ぷ
出
版

｢

日
本
児
童
文
学
大
系
６｣

に
よ
る)

①

『

金
魚
の
お
使
い』

(

明
治
40
／
６｢

少
女
世
界｣)

甲
武
線

(

今
の
中
央
線)

の
新
宿
に
住
む
、
太
郎
と
二
郎
と
千
代
は
駿
河
台
の
菊
雄
さ
ん
の
と
こ
ろ
に
魚
の
金
魚
に
お
使
い
に
行
っ
て

も
ら
う
。
金
魚
達
３
匹
を
駅
ま
で
つ
れ
て
行
き
、
電
車
に
の
り
、
金
だ
ら
い
に
水
を
入
れ
て
も
ら
っ
て
お
茶
の
水
迄
乗
り
、
用
を
た
し
て

無
事
帰
っ
て
来
る
と
い
う
話
。
荒
唐
無
稽
な
話
で
金
魚
が
水
か
ら
出
て
話
を
し
た
り

(
生
き
物
の
擬
人
化)

す
る
と
こ
ろ
が
あ
る
意
味
新
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鮮
で
あ
ろ
う
。
生
物
の
擬
人
法
の
取
り
入
れ
と
い
う
面
で
も
注
目
さ
れ
る
作
品
だ
ろ
う
。

②
『

ぽ
ん
ぽ
ん
さ
ん』

(

明
治
40
／
８

｢

詩
人｣)

末
っ
子
の
茂
さ
ん
は
何
故
か
ぽ
ん
ぽ
ん
さ
ん
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
花
の
中
か
ら
ぽ
ん
と
生
ま
れ
、
か
わ
い
い
か
ら
、
そ
う
呼
ば
れ
た
ら

し
い
。
こ
の
ぽ
ん
ぽ
ん
さ
ん
は
そ
の
あ
り
よ
う
を
か
わ
い
く
幼
児
語
を
用
い
て
か
た
っ
て
い
る
。
事
件
や
盛
り
上
が
り
は
特
に
な
い
。

③

『

さ
く
ら
草』

(
明
治
44
／
３

｢

少
女
の
友｣)

お
嬢
様
の
千
枝
子
は
お
父
さ
ま

(

久
雄)

お
母
さ
ま

(

良
子)

と
三
人
で
暮
ら
し
て
い
る
。
千
代
子
は
重
病
を
患
っ
た
あ
と
転
地
を
兼

ね
て
お
父
さ
ま
と
京
都
の
叔
母
さ
ん
を
訪
ね
る
。
小
説
に
は
書
か
れ
て
い
な
い
が
、
千
枝
子
は
実
は
叔
母
さ
ん
の
子
ど
も
で
は
な
い
か
と

思
わ
せ
る
部
分
が
小
説
の
味
噌
だ
。
そ
し
て
と
う
と
う
叔
母
さ
ん
が
東
京
に
来
る
こ
と
に
な
っ
て
喜
ぶ
千
代
子
は
総
て
の
も
の
を
千
代
子

自
身
も
含
め
て
母
と
叔
母
さ
ん
と
共
同
物
(
な
か
ま)

に
し
ま
し
ょ
う
、
と
お
母
さ
ま
に
提
案
す
る
と
お
母
さ
ま
は
よ
ろ
よ
ろ
と
し
て
め

ま
い
が
し
て
し
ま
う
。
そ
れ
と
は
言
え
な
い
怪
し
い
関
係
、
実
は
本
当
の
母
は
叔
母
さ
ん
で
は
な
い
か
と
の
想
像
力
を
読
者
は
働
か
さ
れ

る
。
実
に
最
後
の
部
分
に
千
代
子
の
言
葉
に

｢

母
様
は
私
を
苦
し
い
思
ひ
を
し
て
赤
ん
坊
の
時
か
ら
育
て
て
下
す
っ
た
方
で
す
の
に
ね
、

私
は
そ
の
御
恩
を
忘
れ
て
ゐ
た
の
で
す
ね
え｣

と
い
う
部
分
な
ど
そ
れ
を
感
じ
る
の
だ
。
兎
に
角
謎
の
多
い
作
品
と
い
う
こ
と
で
は
吉
屋

信
子
の

｢

花
物
語｣

に
謎
を
プ
ラ
ス
し
た
と
思
わ
せ
る
よ
う
な
作
品
を
連
想
さ
せ
る
よ
う
な
良
い
作
品
の
一
つ
で
あ
ろ
う
。

④

『

巴
里
の
子
供』

(

大
正
２
／
１

｢

少
女
世
界｣)

私
が
パ
リ
で
知
り
合
っ
た
お
嬢
様
エ
レ
ン
ヌ
さ
ん
の
か
わ
い
い
日
頃
の
行
な
い
を
詳
し
く
え
が
い
て
い
る
。
エ
キ
ゾ
テ
ィ
シ
ズ
ム
を
好

む
読
者
に
は
人
気
が
あ
っ
た
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。

⑤

『

母
と
子』

(

大
正
７
／
９

｢

日
本
少
年｣)
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母
親
と
息
子
の
回
想
話
。
戯
曲
風
な
作
品
で
、
母
と

｢

兄
さ
ん｣

(

弟
、
茂
が
い
る
の
で
自
分
を
こ
う
呼
ぶ)

と
の
対
話
形
式
の
回
想

録
風
の
物
語
だ
。

⑥

『
月
夜』

(

大
正
７
／
10

｢

少
女
の
友｣)

没
落
し
た
地
主
だ
っ
た
お
幸
の
家
は
父
、
喜
一
郎
は
病
気
で
死
に
、
残
さ
れ
た
母
、
お
近
は
す
こ
し
の
畑
を
耕
し
て
生
計
を
た
て
て
い

る
。
そ
れ
に
姉
思
い
の
弟
、
久
吉
の
三
人
住
ま
い
。
お
幸
も
友
達
の
家
で
女
中
と
し
て
勤
め
る
が
、
前
か
ら
い
る
二
人
の
女
中
に
虐
め
ら

れ
る
。
仕
方
な
く
張
り
紙
に
あ
っ
た
郵
便
配
達
見
習
い
に
な
ろ
う
と
す
る
が
、
条
件
が
15
歳
以
上
男
子
と
あ
り
ど
う
す
る
か
を
思
い
悩
む
。

最
後
は
百
姓
に
で
も
な
ろ
う
と
決
心
す
る
。
お
幸
が
思
い
悩
ん
で
い
た
時
に
女
中
奉
公
の
帰
り
に
見
た
月
の
光
は
極
め
て
印
象
的
だ
っ
た
。

⑦

『

行
っ
て
参
り
ま
す』

(

大
正
８
／
５
天
佑
社)

こ
の
作
品
は
後
に

(

大
正
13
／
11)
朝
日
書
房
よ
り

｢

藤
太
郎
の
旅｣

と
し
て
刊
行
さ
れ
た
。
藤
太
郎
と
い
う
の
が
福
徳
村
の
裕
福
な

家
庭
の
子
ど
も
で
お
大

(

だ
い)

と
い
う
乳
母
が
寄
り
添
っ
た
悧
巧
な
子
で
春
休
み
に
お
大
を
つ
れ
て
諸
国
万
遊
の
旅
に
で
て
い
ろ
い
ろ

体
験
し
て
帰
っ
て
来
る
。
先
ず

(

一)

で
は
智
多
山
と
い
う
町
の
北
風
と
い
う
金
持
ち

(

藤
太
郎
の
家
と
縁
つ
づ
き)

の
家
に
泊
ま
る
が
、

た
ま
た
ま
そ
こ
に
泊
ま
り
に
来
て
い
た
初
子
と
い
う
少
女
に
騙
さ
れ
て
そ
の
家
で
寝
込
ん
で
い
る
叔
母
の
頭
に
さ
し
て
あ
る
ダ
イ
ヤ
の
つ

い
た
ピ
ン
を
盗
む
が
、
お
大
の
機
転
で
藤
太
郎
が
泥
棒
に
な
ら
ず
に
す
ん
だ
。(

二)

で
は
藤
太
郎
と
お
大
が
、
向
が
島
と
い
う
島
に
着

く
と
、
妙
に
歓
待
さ
れ
る
。
後
か
ら
桃
太
郎
組
も
来
る
と
い
う
。
ど
う
や
ら
劇
団
の
主
役
と
間
違
わ
れ
て
歓
待
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
気
付

い
た
ふ
た
り
は
次
の
朝
そ
う
そ
う
に
船
で
退
散
す
る
。(

三)

で
は
、
船
で
着
い
た
山
栗
村
。
そ
こ
の
旧
家
に
泊
ま
る
こ
と
に
な
っ
た
が

そ
こ
の
家
主
も
怪
し
い
詐
欺
師
で
、
貧
乏
だ
と
い
っ
て
は
藤
太
郎
か
ら
金
を
巻
き
上
げ
、
耳
の
遠
い
振
り
を
さ
せ
た
村
人
に
金
を
奪
わ
せ
、

目
の
見
え
な
い
人
の
振
り
を
さ
せ
金
を
奪
わ
せ
、
口
の
聞
け
な
い
人
の
振
り
を
し
て
金
を
奪
わ
せ
た
が
、
お
大
の
機
転
で
助
か
る
。(

こ
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こ
で
は
作
品
中
に
不
適
当
な
用
語
使
用
が
あ
っ
た
の
で
別
の
言
葉
に
言
い
換
え
て
い
ま
す
。
…
論
者
注)

(

四)

で
は
、
次
に
着
い
た
の

は
五
里
ほ
ど
先
の
極
楽
村
の
西
大
寺
と
い
う
寺
で
あ
っ
た
。
そ
こ
の
住
職
は
藤
太
郎
と
は
、
は
と
こ
だ
っ
た
。
こ
の
住
職
、
藤
太
郎
に
食

事
も
さ
せ
ず
に
次
々
お
説
教
を
聞
か
せ
る
の
で
、
お
腹
が
す
き
過
ぎ
て
、
と
う
と
う
お
大
と
逃
げ
だ
す
。
そ
の
途
中
で
古
今
街
の
赤
犬
と

い
う
人
に
だ
ま
さ
れ
て
見
世
物
小
屋
に
連
れ
込
ま
れ
、
働
か
さ
れ
そ
う
に
な
る
。
し
か
し
最
後
に
お
大
が
助
け
に
来
て
く
れ
て
逃
げ
出
す
。

次
に
お
大
が
探
し
当
て
て
く
れ
た
親
戚
の
松
山
さ
ん
の
家
を
た
ず
ね
、
そ
の
子
ど
も
達
や
親
戚
の
子
ど
も
達
と
島
に
渡
っ
て
動
物
園
で
遊

び
、
お
い
し
い
た
べ
も
の
を
食
べ
帰
っ
て
来
る
。
結
局
、
藤
太
郎
は
あ
ま
り
大
人
の
国
へ
入
っ
て
行
き
過
ぎ
た
、
と
の
松
山
さ
ん
の
忠
告

が
あ
っ
て
終
っ
て
い
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
晶
子
の
童
話
は
創
作
童
話
で
あ
り
な
が
ら
ど
こ
か
戯
作
を
継
承
し
た
り
、
冒
険
を
意
識
し
た
り
、
教
訓
的
だ
っ
た
り

す
る
。
一
方
で
幼
年
の
か
わ
い
さ
の
み
を
と
こ
と
ん
賛
美
す
る
様
は
竹
久
夢
二
の

『

春
坊』

(

明
治
39
／
11

｢

少
年
文
庫｣

金
尾
文
淵
堂)

に
似
る
。

童
話
を
書
き
は
じ
め
た
の
も
竹
久
の
影
響
か
も
し
れ
な
い
。

晶
子
の
童
謡

短
歌
人
と
同
時
に
詩
人
で
あ
っ
た
晶
子
は
童
謡
も
書
い
て
い
る
。
勿
論
詩
と
童
謡
と
は
深
化
と
い
う
意
味
で
異
な
る
が
、
晶
子
は
全
く

自
家
用
に
童
謡
を
仕
上
げ
て
い
る
。
発
表
メ
デ
ィ
ア
は

｢

少
女
の
友｣

(
『

花
子
の
目』

大
正
８
／
８
、『

向
日
葵
と
花
子』

同
／
８
、

『

花
子
の
熊』

同
／
12)

だ
っ
た
り

｢

幼
年
の
友｣

(『

ピ
エ
ロ
オ
の
木
靴』
大
正
９
／
１
、『

蟷
螂
の
歌』

同
／
７
、『

可
愛
い
小
蜘
蛛』

同
／
８)

だ
っ
た
り
す
る
。
例
え
ば

『

花
子
の
目』

。

三
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あ
れ
、
あ
れ
、
花
子
の
目
が
あ
い
た

真
正
面
を
ば
じ
つ
と
み
た
。

泉
に
咲
い
た
花
の
よ
な

ま
あ
る
い
、
ま
る
い
、
花
子
の
目
。

見
さ
し
た
夢
が
恋
し
い
か
、

今
の
世
界
が
嬉
し
い
か
。

踊
る
こ
こ
ろ
を
現
は
し
た

ま
あ
る
い
、
ま
る
い
、
花
子
の
目
。

桃
や
桜
の
咲
く
前
で
、

真
赤
な
風
の
吹
く
中
で
、

小
鳥
の
歌
を
聞
き
な
が
ら
、

ま
あ
る
い
、
ま
る
い
、
花
子
の
目
。

花
子
の
ま
る
い
目
の
描
写
が
リ
フ
レ
イ
ン
を
用
い
る
こ
と
で
童
謡
化
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
目
の
感
情
が
詩
的
に
は
、(

形
と
し

三
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て
は)

泉
に
咲
い
た
花
、(

内
面
と
し
て
は)

踊
る
心
、
と
な
っ
て
表
現
さ
れ
て
い
る
。

も
う
一
つ
。『

可
愛
い
小
蜘
蛛』

は
ど
う
か
。

秋
の
夕
の
軒
先
へ
、

蜘
蛛
は
小
さ
な
軽
業
師
、

宙
に
下
つ
て
降
り
て
き
た
。

細
い
、
あ
ぶ
な
い
、
一
筋
の
、

銀
の
糸
を
ば
身
に
つ
け
て
、

す
る
り
、
す
る
、
す
る
降
り
て
き
た
。

月
の
明
か
り
に
照
ら
さ
れ
て
、

蜘
蛛
は
可
愛
い
い
黄
金
の
色
、

光
り
な
が
ら
に
降
り
て
き
た
。

空
を
見
上
げ
て
、
喜
ん
で
、

小
さ
い
太
郎
が
出
し
た
手
に
、

三
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蜘
蛛
は
平
気
で
降
り
て
き
た
。

蜘
蛛
が
降
り
て
き
た
、
と
い
う
リ
フ
レ
イ
ン
を
用
い
て
蜘
蛛
の
挙
動
を
詳
し
く
、
焦
点
を
あ
わ
せ
な
が
ら
に
蜘
蛛
へ
の
愛
情
を
発
露
さ

せ
た
童
謡
に
な
っ
て
い
る
。
定
型
で
仕
上
げ
た
の
は
前
の
童
謡
と
同
じ
く
短
歌
出
身
だ
か
ら
で
あ
ろ
う
。
い
ず
れ
も
自
家
用
で
あ
る
こ
と

は
ま
ち
が
い
あ
る
ま
い
。

お
わ
り
に

い
ろ
い
ろ
な
意
味
で
晶
子
の
業
績
は
大
き
い
。
短
歌
は
無
論
の
こ
と
、
詩
、
古
典
翻
訳
、
講
演
会
、
研
究
会
、
吟
行
な
ど
な
ど
そ
の
仕

事
量
は
並
々
で
な
か
っ
た
。
一
方
生
ん
だ
子
ど
も
の
数
は
九
名
。
子
ど
も
に
な
に
も
し
て
あ
げ
ら
れ
な
い
葛
藤
を
関
係
の
雑
誌
に
児
童
も

の
作
品
を
書
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
解
き
ほ
ぐ
し
て
い
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
作
品
の
内
容
は
幼
年
向
け
の
擬
人
化
を
用
い
た
大
胆
な

｢

金
魚
の
お
使
い｣

だ
と
か
、
お
嬢
様
な
が
ら
生
い
立
ち
の
影
や
謎
を
ひ
め
た
少
女
の
物
語

｢

さ
く
ら
草｣

だ
と
か
、
パ
リ
の
お
嬢
さ
ん

の
生
活
を
紹
介
し
た

｢

巴
里
の
子
供｣

、
回
想
を
母
と
子
で
語
る

｢

母
と
子｣

、
没
落
地
主
の
わ
ず
か
な
仕
合
せ
を
描
い
た

｢

月
夜｣

、
少

年
冒
険
も
の
と
教
訓
を
込
め
た

｢

行
っ
て
参
り
ま
す｣

な
ど
努
力
の
あ
と
が
見
て
取
れ
る
。
た
だ
こ
れ
ら
の
作
品
が
後
世
に
残
ら
な
か
っ

た
訳
は
、
時
代
を
こ
え
る
よ
う
な
大
き
な
要
因

(

例
え
ば
、
異
界
や
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
、
思
想
な
ど
の
要
因)

が
作
品
内
に
欠
如
し
て
い
た

一
点
に
つ
き
る
だ
ろ
う
。
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