
壺
井

栄
の
肖
像

児
童
文
学
を
め
ぐ
っ
て

宮

澤

健
太
郎

は
じ
め
に

日
本
の
敗
戦
後
︑
戦
争
の
悲
し
み
と
そ
の
結
果
の
む
ご
さ
を
全
国
民
に
知
ら
し
め
︑
さ
ら
に
全
国
民
を
泣
か
せ
た
︑
小
説
﹃
二
十
四
の

瞳
﹄
で
有
名
な
壺
井
栄
の
児
童
文
学
に
つ
い
て
︑
ま
た
そ
の
小
説
と
そ
れ
以
外
の
作
品
で
み
せ
る
性
格
の
違
い
の
本
質
に
つ
い
て
を
明
ら

か
に
し
よ
う
と
す
る
の
が
本
稿
の
目
的
で
あ
る
︒

壺
井

栄
と
は

一
八
九
九
︵
明
治
32
︶
八
月
五
日
香
川
県
小
豆
郡
坂
手
村
甲
四
一
六
︵
現
内
海
町
坂
手
︶
に
父
︑
岩
井
藤
吉
︑
母
ア
サ
の
五
女
と
し
て

生
ま
れ
た
︒
父
の
職
業
は
樽
職
人
︑
母
は
10
人
の
実
子
の
ほ
か
孤
児
を
預
か
っ
て
育
て
た
︒
納
入
先
の
醤
油
会
社
の
倒
産
を
受
け
て
家
運

が
傾
い
た
が
︑
栄
は
教
員
を
め
ざ
し
て
内
海
高
等
小
学
校
に
入
り
卒
業
︒
回
漕
業
の
手
伝
い
の
後
︑
村
の
郵
便
局
で
働
い
た
︒
文
学
を
好

み
︑
後
に
役
場
で
働
く
こ
と
に
な
る
︒
そ
の
頃
兵
役
免
除
で
島
に
戻
っ
た
黒
島
伝
治
と
の
交
流
の
結
果
︑
同
郷
の
壺
井
繁
治
と
連
絡
を
取

五
一



り
合
い
上
京
︑
結
婚
︒
住
居
を
構
え
た
世
田
谷
太
子
堂
の
長
屋
に
は
林
芙
美
子
︑
平
林
た
い
子
ら
の
ア
ナ
キ
ス
ト
を
夫
に
も
つ
作
家
た
ち

が
住
ん
で
い
た
︒
栄
も
次
第
に
左
翼
系
芸
術
連
盟
の
賄
い
を
す
る
よ
う
に
な
っ
た
︒
夫
が
刑
務
所
に
入
っ
て
い
る
間
は
戦
旗
社
の
社
員
と

し
て
働
い
た
︒
佐
多
稲
子
や
宮
本
百
合
子
と
の
知
遇
を
得
た
の
も
こ
の
こ
ろ
だ
︒
昭
和
10
年
頃
か
ら
作
品
﹃
月
給
日
﹄
︑
﹃
大
根
の
葉
﹄
を

発
表
︑
作
家
の
道
に
入
っ
た
︒
児
童
文
学
は
昭
和
20
年
の
敗
戦
以
後
に
な
る
が
︑
27
年
の
﹃
二
十
四
の
瞳
﹄
︵
﹁
ニ
ュ
ー
エ
イ
ジ
﹂
︶
は
戦

争
反
対
の
メ
ッ
セ
︱
ジ
が
多
く
の
人
の
こ
こ
ろ
を
掴
み
木
下
恵
介
監
督
に
よ
り
映
画
化
さ
れ
た
︒
昭
和
36
年
10
月
軽
井
沢
で
急
性
喘
息
の

発
作
を
起
し
以
後
入
退
院
を
繰
り
返
し
一
九
六
七
年
︵
同
42
年
︶
六
月
二
三
日
発
作
の
た
め
亡
く
な
っ
た
︒

壺
井
栄
の
﹃
岸
う
つ
波
﹄
︵
﹁
婦
人
公
論
﹂
昭
和
28
・
4

12
︶
と
い
う
小
説
は
主
人
公
︑
な
ぎ
さ
︑
の
あ
る
意
味
︑
女
の
一
生
を
︑
さ

ら
に
は
女
の
苦
悩
が
描
か
れ
た
作
品
だ
が
︑
な
ぎ
さ
が
初
恋
の
相
手
の
戦
死
を
受
け
て
や
む
な
く
嫁
い
だ
東
京
の
社
会
主
義
者
︑
小
説
家

の
永
井
の
嫁
に
た
い
す
る
非
人
間
的
な
扱
い
と
︑
そ
こ
で
起
こ
っ
た
様
々
な
不
条
理
の
結
果
︑
そ
の
家
を
追
い
出
さ
れ
た
事
情
は
読
者
の

大
き
な
同
情
を
よ
ん
だ
︒
一
方
で
は
︑
そ
の
モ
デ
ル
と
さ
れ
た
社
会
主
義
小
説
家
︑
徳
永

直
か
ら
の
反
論
作
﹃
草
い
き
れ
﹄
︵
﹁
群
像
﹂

昭
和
31
・
8

9
︶
が
発
表
さ
れ
︑
別
に
﹁
群
像
﹂
誌
上
で
壺
井
と
の
論
争
と
な
っ
た
︒
つ
ま
り
︑
こ
の
作
品
﹃
岸
う
つ
波
﹄
で
は
な
ぎ

さ
の
側
か
ら
の
怨
念
が
丹
念
に
描
き
こ
ま
れ
︑
永
井
の
悪
さ
が
い
か
に
も
浮
立
っ
て
い
た
か
ら
こ
の
部
分
の
永
井
の
造
型
は
成
功
し
て
い

る
と
い
う
こ
と
だ
︒
実
際
に
は
こ
れ
は
︑
徳
永

直
の
二
番
目
の
妻
︑
山
口
カ
ネ
と
の
再
婚
︵
昭
和
23
年
4
月
︶
︑
昭
和
26
年
5
月
離
婚

し
た
事
実
を
ネ
タ
に
し
た
事
件
で
あ
っ
た
よ
う
だ
︒
一
般
小
説
で
壺
井
が
丹
念
に
か
き
こ
む
こ
と
の
特
異
さ
を
発
揮
し
た
一
作
で
あ
っ
た
︒

五
二



児
童
文
学
へ
の
出
発

壺
井

栄
は
小
説
か
ら
出
発
し
た
わ
け
だ
が
︑
37
歳
の
と
き
︑
つ
ま
り
一
九
三
六
年
︵
昭
和
11
︶
の
秋
に
ち
か
く
に
住
ん
で
い
た
佐
多

稲
子
に
す
す
め
ら
れ
て
初
め
て
坪
田
譲
治
の
﹃
風
の
中
の
子
供
﹄
を
読
ん
だ
の
が
児
童
文
学
の
出
発
点
で
あ
っ
た
︒
坪
田
譲
治
は
生
活
童

話
と
い
う
︑
い
わ
ゆ
る
お
と
な
の
社
会
生
活
の
中
の
子
ど
も
像
を
描
い
た
事
で
名
を
売
っ
て
い
た
作
家
だ
︒
そ
れ
に
触
発
さ
れ
て
﹃
大
根

の
葉
﹄
や
﹃
ま
つ
り
ご
﹄
を
書
い
た
の
が
そ
の
端
緒
だ
っ
た
︒
児
童
も
の
と
大
人
も
の
の
区
別
に
つ
い
て
は
︑
彼
女
自
身
が
﹁
児
童
文
学

入
門
﹂
︵
牧
書
店
︑
昭
和
32
年
9
月
︶
の
中
で
﹃
わ
た
し
の
童
話
は
ど
う
し
て
生
ま
れ
た
か
﹄
で
次
の
様
に
書
い
て
い
る
︒

童
話
を
︑
文
学
一
般
の
中
の
特
殊
な
も
の
と
し
て
考
え
て
い
な
い
わ
た
し
は
︑
い
わ
ゆ
る
童
話
と
い
う
も
の
を
ひ
と
つ
も
か
い
て
い
ま

せ
ん
︒
も
ち
ろ
ん
こ
れ
は
︑
わ
た
し
ひ
と
り
の
考
え
方
で
あ
っ
て
︑
純
童
話
と
い
う
も
の
が
あ
り
︑
専
門
の
童
話
作
家
が
た
く
さ
ん
い
る

こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
こ
と
で
す
︒
し
か
し
︑
わ
た
し
の
ば
あ
い
は
︑
い
わ
ゆ
る
童
話
と
い
う
も
の
は
ひ
と
つ
も
な
い
と
思
う
の
で
す
︒

︵
中
略
︶

わ
た
し
が
童
話
を
か
き
だ
し
た
の
は
︑
小
説
の
ほ
う
と
ほ
と
ん
ど
同
時
だ
と
い
う
こ
と
が
で
き
ま
す
︒
﹃
ま
つ
り
ご
﹄
と
い
う
作
品
は

そ
う
い
う
童
話
の
処
女
作
と
い
う
こ
と
が
で
き
ま
す
︒
わ
た
し
は
こ
の
﹃
ま
つ
り
ご
﹄
を
童
話
集
の
中
に
も
︐

短
篇
小
説
集
の
中
に
も
加

え
て
い
ま
す
︒
小
説
集
で
は
︑
本
の
題
名
に
ま
で
な
っ
て
い
る
く
ら
い
で
す
か
ら
︑
そ
の
こ
と
で
も
︑
わ
た
し
の
童
話
に
た
い
す
る
私
自

身
の
考
え
方
は
わ
か
っ
て
い
た
だ
け
る
か
と
思
い
ま
す
︒
︵
略
︶
﹃
ま
つ
り
ご
﹄
﹃
十
五
夜
の
月
﹄
﹃
柿
の
木
の
あ
る
家
﹄
な
ど
︑
わ
た
し
の

初
期
の
作
品
が
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
懐
古
的
で
あ
る
の
は
︑
そ
の
こ
ろ
四
十
に
近
か
っ
た
わ
た
し
の
︑
そ
れ
ま
で
の
年
月
に
た
ま
っ
て
い
た
︑

過
去
の
思
い
出
の
し
ず
く
の
た
ま
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
︑
と
い
う
こ
と
が
で
き
ま
す
︒

五
三



そ
こ
に
出
て
く
る
も
の
は
︑
わ
た
し
の
少
女
時
代
に
わ
た
し
が
経
験
し
た
り
︑
わ
た
し
の
先
祖
や
兄
弟
た
ち
の
歩
い
て
き
た
道
程
で
の

で
き
ご
と
ば
か
り
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
︒
そ
の
す
ぎ
去
っ
た
過
去
が
︑
ど
う
し
て
わ
た
し
に
制
作
へ
の
感
動
を
よ
び
お
こ
し
た
の
か
︒
た

と
え
ば
﹃
ま
つ
り
ご
﹄
に
つ
い
て
い
い
ま
す
と
︑
こ
れ
は
こ
じ
き
の
み
な
し
ご
兄
弟
が
︑
人
に
追
わ
れ
な
が
ら
神
社
の
堂
や
︑
浜
に
あ
げ

て
あ
る
船
の
中
で
寝
起
き
し
な
が
ら
す
ご
し
て
い
る
の
を
︑
若
い
職
人
の
一
家
に
ひ
ろ
わ
れ
る
話
な
の
で
す
が
︑
こ
れ
は
わ
た
し
が
生
ま

れ
な
い
前
の
︑
じ
っ
さ
い
に
あ
っ
た
話
な
の
で
す
︒
職
人
と
い
う
の
が
わ
た
し
の
父
で
あ
り
︑
こ
じ
き
だ
っ
た
子
ど
も
は
︑
わ
た
し
の
も

の
心
つ
い
た
こ
ろ
に
は
も
う
一
家
を
か
ま
え
︑
父
の
職
業
を
つ
い
で
い
ま
し
た
︒

つ
ま
り
坪
田
譲
治
の
作
品
と
同
じ
く
生
活
の
中
の
子
ど
も
の
日
常
を
あ
り
の
ま
ま
に
懐
古
的
に
描
い
て
い
る
の
で
あ
る
︒
栄
が
求
め
た

か
っ
た
の
は
そ
の
日
常
の
な
か
で
の
﹁
感
動
﹂
や
﹁
愛
情
﹂
で
あ
り
︑
大
人
と
か
子
ど
も
の
境
を
取
り
去
っ
た
人
間
と
し
て
の
あ
る
が
ま

ま
の
感
情
だ
っ
た
様
に
思
わ
れ
る
︒
さ
ら
に
は
作
品
の
中
の
親
と
子
と
の
綿
密
な
愛
情
︑
土
着
の
質
素
な
思
い
が
基
調
低
音
と
な
っ
て
ひ

び
き
わ
た
っ
て
い
る
︒
例
え
ば
童
話
﹃
ま
つ
り
ご
﹄
︵
﹁
同
盟
通
信
﹂
昭
和
15
︶
で
は
荒
神
さ
ま
の
と
こ
ろ
で
見
つ
け
た
孤
児
2
人
を
ひ
き

と
っ
て
職
人
に
し
て
あ
げ
る
︑
と
い
う
ほ
の
ぼ
の
と
し
た
実
家
の
懐
古
話
で
あ
り
︑
童
話
﹃
餓
鬼
の
飯
﹄
︵
﹁
少
女
の
友
﹂
昭
和
16
・
5
︶

で
は
︑
楽
し
み
に
し
て
い
た
友
人
同
士
の
子
ど
も
だ
け
の
食
事
作
り
を
予
定
し
て
い
た
の
が
︑
病
気
で
来
ら
れ
な
く
な
っ
た
主
人
公
の
友

人
︑
初
代
の
た
め
に
お
友
達
が
食
事
を
つ
く
っ
て
も
っ
て
い
っ
て
あ
げ
る
や
さ
し
さ
が
話
の
テ
ー
マ
で
あ
る
︒

童
話
﹃
お
る
す
ば
ん
﹄
︵
﹁
少
女
の
友
﹂
昭
和
18
・
6
︶
は
︑
お
じ
い
ち
ゃ
ん
子
の
和
子
が
︑
お
じ
い
ち
ゃ
ん
の
は
な
し
を
楽
し
み
に
し

て
い
る
幼
い
頃
の
郷
愁
が
テ
ー
マ
の
作
品
︒
同
じ
郷
愁
が
土
台
と
な
る
童
話
﹃
峠
の
一
本
松
﹄
︵
﹁
少
年
倶
楽
部
﹂
昭
和
20
・
11
︑
12
︶
は

五
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村
の
象
徴
で
あ
っ
た
峠
の
一
本
松
は
二
百
十
日
の
嵐
で
倒
れ
る
が
︑
戦
争
に
行
っ
て
い
た
少
年
の
父
が
た
ま
た
ま
︑
少
年
が
二
百
十
日
の

日
に
そ
の
松
の
木
ま
で
迎
え
に
い
っ
て
い
た
丁
度
そ
の
と
き
帰
っ
て
来
た
︑
と
い
う
う
れ
し
い
奇
蹟
で
お
わ
っ
て
い
る
︒
戦
後
に
初
め
て

書
か
れ
た
こ
れ
も
戦
争
に
対
す
る
恨
み
を
表
す
反
戦
作
品
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
︒

童
話
﹃
柿
の
木
の
あ
る
家
﹄
︵
昭
和
19
年
・
6
︶
は
家
の
裏
に
あ
る
大
き
な
柿
の
木
に
は
お
じ
い
さ
ん
自
慢
の
う
ま
い
柿
の
実
が
な
っ

て
い
た
︒
フ
ミ
エ
や
洋
一
そ
れ
に
三
太
郎
伯
父
さ
ん
を
ま
じ
え
た
人
々
の
交
流
の
な
か
で
︑
柿
の
木
を
通
し
て
の
自
然
の
豊
か
さ
が
暖
か

く
描
か
れ
る
︒
こ
れ
は
第
一
回
児
童
文
学
賞
受
賞
作
品
で
も
あ
っ
た
︒

童
話
﹃
あ
ん
ず
の
花
の
さ
く
こ
ろ
﹄
︵
﹁
少
国
民
世
界
﹂
昭
和
22
・
8
︶
は
遠
い
田
舎
の
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
の
所
か
ら
み
か
ん
を
送
っ
て
も

ら
っ
て
も
︑
郵
便
荷
物
の
事
情
が
今
と
違
っ
て
悪
い
の
で
着
い
た
頃
に
は
︑
腐
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
︒
そ
こ
で
は
手
紙
に
よ
っ
て
も
心
の

通
い
合
い
が
で
き
る
と
し
た
懐
古
の
作
品
で
あ
る
︒
童
話
﹃
孤
児
ミ
ギ
ー
﹄︵
﹁
P
.T
.A
.﹂
昭
和
23
・
5

24
・
2
︶
で
は
名
前
が
︑
右
文
︵
＝

み
ぎ
ふ
み
︑
略
し
て
ミ
ギ
ー
︶
と
い
う
戦
災
孤
児
を
通
し
て
︑
天
衣
無
法
な
当
時
の
子
ど
も
の
生
き
様
が
か
た
ら
れ
て
い
る
︒
こ
の
作
品

に
よ
っ
て
作
者
は
母
性
を
直
覚
し
︑
し
か
も
そ
の
子
の
成
長
に
よ
っ
て
ま
わ
り
も
成
長
し
た
︑
と
い
う
確
信
を
得
た
と
も
い
っ
て
い
る
︵
前

述
文
献
︶
︒

童
話
﹃
坂
道
﹄
︵
﹁
少
年
少
女
﹂
昭
和
26
・
6
︶
で
は
︑
下
宿
を
引
っ
越
し
を
し
て
行
く
慣
れ
親
し
ん
だ
堂
本
青
年
の
正
義
感
が
読
者
の

感
動
を
よ
ん
だ
作
品
で
あ
る
︒

﹃
二
十
四
の
瞳
﹄
に
つ
い
て

学
校
小
説
﹃
二
十
四
の
瞳
﹄
は
昭
和
27
年
2
月
か
ら
11
月
に
か
け
て
家
庭
雑
誌
﹁
ニ
ュ
ー
・
エ
イ
ジ
﹂
に
発
表
さ
れ
た
︒
こ
れ
は
作
者

五
五



に
よ
れ
ば
壺
井
栄
の
実
家
︑
岩
井
の
家
で
育
っ
た
12
名
の
家
族
の
話
を
書
こ
う
と
思
っ
た
そ
う
だ
︒
が
出
版
事
情
の
都
合
で
分
教
場
の
教

室
で
教
え
た
同
じ
年
の
子
ど
も
12
名
の
戦
争
の
前
と
後
と
の
歳
月
の
流
れ
の
な
か
で
の
戦
争
の
悲
惨
さ
を
訴
え
た
物
語
に
変
わ
っ
た
物
語

だ
︒瀬

戸
内
海
に
面
し
た
岬
の
突
端
の
分
教
場
に
赴
任
し
て
き
た
若
い
大
石
先
生
は
初
め
か
ら
自
転
車
に
の
っ
て
登
校
し
て
村
人
を
驚
か
せ

た
︒
先
生
の
担
当
し
た
1
年
生
12
人
の
瞳
を
み
て
こ
の
子
ら
の
目
を
濁
す
ま
い
と
決
心
す
る
︒
し
か
し
赴
任
そ
う
そ
う
こ
ど
も
た
ち
の
い

た
ず
ら
で
掘
っ
た
落
と
し
穴
に
落
ち
て
︑
足
の
骨
の
骨
折
事
件
を
起
し
一
旦
学
校
を
休
む
こ
と
に
な
る
︒
こ
の
よ
う
な
事
件
を
経
験
し
な

が
ら
先
生
と
子
ど
も
た
ち
は
心
を
つ
な
げ
て
ゆ
く
︒
そ
の
後
︑
先
生
は
結
婚
の
た
め
教
場
を
さ
り
︑
一
方
日
華
事
変
や
太
平
洋
戦
争
が
起

こ
り
︑
太
平
洋
戦
争
に
負
け
て
︑
先
生
も
人
の
親
と
成
っ
て
︑
再
び
教
場
に
か
え
っ
て
く
る
︒
そ
こ
で
戦
争
に
い
っ
た
ま
ま
帰
ら
な
い
子

ど
も
た
ち
の
存
在
を
知
り
か
つ
驚
き
︑
人
生
の
落
差
に
涙
を
流
す
の
で
あ
っ
た
︒

大
人
も
子
ど
も
も
な
く
︑
同
じ
重
さ
で
読
者
の
涙
腺
を
く
す
ぐ
る
戦
争
と
い
う
も
の
の
理
不
尽
さ
を
訴
え
た
の
は
︑
そ
れ
な
り
に
重
い

問
題
を
提
起
し
て
い
た
︒

お
わ
り
に

し
か
し
︑
一
般
的
に
い
え
ば
︑
﹃
二
十
四
の
瞳
﹄
は
壺
井
栄
の
も
つ
生
活
と
心
理
を
描
く
と
い
う
重
い
描
写
に
至
っ
て
い
な
い
感
じ
を

強
く
う
け
る
の
は
何
故
だ
ろ
う
か
︒
そ
れ
は
時
系
列
的
な
物
語
進
行
が
特
に
後
半
は
︑
あ
っ
さ
り
し
過
ぎ
て
い
て
︑
そ
れ
ぞ
れ
の
登
場
人

物
の
内
面
描
写
が
薄
く
な
っ
て
い
る
の
に
原
因
が
あ
る
の
で
あ
ろ
う
︒
い
わ
ゆ
る
栄
の
作
品
構
成
に
は
主
人
公
の
心
の
描
写
が
重
い
の
が

常
だ
が
︑
こ
の
作
品
で
は
こ
の
部
分
が
う
す
い
こ
と
に
よ
る
の
だ
ろ
う
︒
そ
れ
は
戦
争
に
よ
る
欠
落
の
方
が
大
き
か
っ
た
為
で
あ
ろ
う
か
︒

五
六



従
っ
て
本
人
が
同
じ
だ
と
云
う
が
︑
実
際
の
所
︑
栄
の
児
童
文
学
と
一
般
小
説
で
の
読
者
に
与
え
る
印
象
は
あ
き
ら
か
に
違
っ
て
い
る
様

に
見
え
る
︒
端
的
に
言
っ
て
し
ま
え
ば
︑
そ
の
原
因
は
︑
こ
の
作
者
に
お
け
る
︑
児
童
文
学
へ
の
懐
古
性
︵
と
く
に
生
活
偏
重
の
懐
古
性
︶

が
こ
の
作
者
に
特
に
強
く
出
過
ぎ
て
い
る
た
め
で
は
な
か
ろ
う
か
︒
こ
の
作
者
独
特
の
丹
念
な
怨
念
︵
心
の
描
写
︶
が
欠
落
し
た
の
が
そ

の
一
番
の
原
因
だ
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
︒

五
七
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