
子
ど
も
を
啓
蒙
す
る

〈
宮
沢
賢
治
〉

..，，.......、

！
係
争
下
の
賢
治
評
価
と
劇
団
東
童
の
役
割

l

は
じ
め
に

宮
沢
賢
治
は
死
後
、
多
く
の
人
々
に
知
ら
れ
る
こ
と
に
な

っ
た
。
続
犠
達
雄
が
整
理
す
る
よ
う
に
、
彼
の
名
前
の
流
布

は
「
新
し
く
登
場
し
た
芸
術
へ
の
驚
嘆
、
人
間
と
し
て
の
作

者
の
生
き
方
へ
の
尊
崇
の
念
が
語
ら
れ
て
い
」
く
契
機
安
生

み
出
し
た
ー
も
し
か
し
、
賢
治
イ
メ
ー
ジ
（
以
下
、
〈
宮
沢

賢
治
〉
と
表
記
）
の
初
期
受
容
期
に
お
い
て
、
そ
れ
は
諸
手

を
挙
げ
て
の
歓
迎
ば
か
り
で
な
か
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。
平

津
信
一
は
、
保
田
与
重
郎
「
雑
記
帳
」
（
「
コ
ギ
ト
」
第
五
十

九
号
、
一
九
三
七
・
閤
）
や
立
原
道
造
の
書
簡
（
深
沢
紅
子

｛
如
、
九
一
二
八
・
九
・
一
一
八
付
）
を
手
掛
か
り
に
、
詩
壇
で

＋弄

大

樹

は
一
九
三

0
年
代
後
半
に
「
賛
嘆
一
辺
倒
の
賢
治
受
容
に
対

す
る
疑
問
も
見
受
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
」
と
指
摘
す
る

ー
も
賢
治
の
詩
は
、
直
線
的
に
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
っ
た
わ

け
で
は
な
か
っ
た
。
で
は
、
児
童
文
化
の
領
域
に
お
い
て
、

賢
治
童
話
は
ど
う
だ
つ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

こ
れ
ま
で
児
童
文
化
に
お
け
る
賢
治
童
話
は
、
テ
ク
ス
ト

が
時
代
の
心
性
を
超
え
た
二
種
特
異
な
文
学
」
と
扱
わ
れ

て
久
し
い
あ
ま
り
に
、
作
家
生
前
は
無
名
で
あ
っ
た
が
、
知

名
度
の
向
上
に
し
た
が
っ
て
、
矛
盾
・
葛
藤
な
く
評
価
は
高

ま
っ
て
い
っ
た
と
把
握
さ
れ
る
鎮
向
が
見
ら
れ
る
ー
も
そ
こ

で
本
稿
で
は
、
戦
前
か
ら
戦
中
期
に
か
け
て
の
、
児
童
文
化

に
お
け
る
賢
治
童
話
へ
の
評
価
の
あ
り
方
を
取
り
上
げ
、
そ

C
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れ
が
定
位
さ
れ
、
や
が
て
再
生
産
に
至
る
動
的
な
プ
ロ
セ
ス

の
跡
づ
け
を
試
み
る
。

一
般
的
に
は
、
児
童
文
化
で
の
〈
宮
沢
賢
治
〉
は
、
挟
間

『
風
の
又
三
郎
』
（
島
耕
二
監
督
、
白
活
、
一
九
四

O
）
の
公

開
を
も
っ
て
、
米
村
み
ゆ
き
の
表
現
を
借
り
る
な
ら
ば
、
「
「
童

話
作
家
」
と
し
て
コ
ア
ビ
ュ

i
い
し
た
」
と
呼
び
得
る
ほ
ど
、

一
定
の
髄
値
の
も
と
で
流
通
す
る
よ
う
に
な
っ
た

2
も
だ
が
、

次
章
よ
り
見
て
い
く
よ
う
に
、
映
画
公
簡
を
端
緒
と
す
る
〈
宮

沢
賢
治
〉
に
着
地
す
る
ま
で
に
は
、
評
価
に
一
定
の
留
保
が

付
さ
れ
る
場
合
が
あ
っ
た
。
ま
た
、
そ
れ
以
後
に
関
し
て
も
、

同
時
代
の
文
化
状
況
を
見
据
え
な
が
ら
、
弾
力
的
な
価
値
表

象
が
行
わ
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
い
ず
れ
も
従
来
の
表
層
的
な

賢
治
評
価
の
昂
揚
と
い
う
観
点
か
ら
は
見
え
づ
ら
い
、
水
罰

下
の
係
争
を
抱
え
込
ん
で
い
た
の
で
あ
る
。

中
地
文
に
よ
る
と
、
「
昭
和
十
年
代
の
末
に
は
、
賢
治
は
穫

れ
た
児
童
文
学
作
品
の
檎
き
手
と
し
て
、
子
ど
も
の
教
育
や

文
化
の
発
展
を
先
導
し
よ
う
と
す
る
人
々
の
聞
で
着
目
さ
れ

評
価
さ
れ
る
存
在
と
な
っ
て
い
た
」
。
そ
し
て
、
そ
う
し
た
評

価
の
蓄
積
は
、
戦
後
の
盟
定
国
語
教
科
書
へ
賢
治
テ
ク
ス
ト

を
採
用
さ
せ
る
要
密
の
一
つ
に
な
っ
た
と
い
う

I
主
で
あ
る

な
ら
ば
、
本
稿
の
試
み
は
、
中
地
の
説
に
も
見
ら
れ
る
、
戦

後
の
賢
治
受
容
の
継
続
・
発
燥
を
可
能
に
し
た
環
境
の
自
明

性
を
捉
え
し
、
戦
中
と
戦
後
を
誤
断
し
た
〈
沢
賢
治
〉

の
価
値
編
成
の
力
学
に
迫
る
、

づ
け
ら
れ
る
だ
ろ
う
。

基
礎
的
な
研
究
と
し
て
位
置

一
、
横
本
繍
郎
の
批
判

戦
前
、
児
文
学
者
の
立
場
か
ら
、
賢
治
童
話
へ
の
違
和

感
を
直
裁
的
に
表
明
し
た
の
は
、
模
本
楠
郎
で
あ
る
。
模
本

は
「
転
換
期
の
児
章
文
学
」
（
『
新
児
意
文
学
理
論
b

所
収
、

東
苑
骨
一
一
回
一
局
、
一
九
一
一
一
六
・
七
）
に
お
い
て
、
子
ど
も
の
「
最

も
良
き
「
心
の
撞
」
と
な
る
」
児
童
文
学
を
創
造
す
る
に
は
、

「

ω児
童
の
立
場
〈
心
理
的
・
社
会
的
〉
で
↓

ω児
童
の
関

心
事
〈
趣
味
・
噌
貯
・
そ
の
他
〉
を
↓

ω児
童
の
読
ん
で
理

解
し
や
す
い
よ
う
に
↓

ω文
学
的
に
形
象
化
す
る
こ
と
」
を

「
基
本
的
態
度
」
と
し
て
心
掛
け
ね
ば
な
ら
な
い
、
と
説
い

た
。
そ
し
て
、
そ
の
「
態
度
」
に
そ
ぐ
わ
ぬ
「
通
例
」
と
し

て
、
賢
治
話
を
挙
げ
た
。

57一

も
し
こ
の
本
的
な
態
度
を
つ
で
も
お
ろ
そ
か
に
す
る

な
ら
、
そ
れ
は
似
て
非
な
る
児
童
文
学
作
口
出
し
か
出
来
な

い
筈
で
、
最
近
文
壊
的
に
持
て
嚇
さ
れ
た
宮
沢
賢
治
の
ご
童

話
」
と
称
す
る
も
の
の
如
き
は
、
正
に
そ
の
適
例
で
あ
ら

切
っ
ノ

O
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こ
の
よ
う
な
模
本
の
批
判
は
、
彼
が

H

理
想
H

と
す
る
「

に
正
し
き
文
化
建
設
を
児
童
の
立
場
か
ら
擁
護
し
、
叩
補
導
す

る
精
神
を
持
」
っ
た
児
童
文
学
、
と
の
対
照
に
よ
っ
て
正
当

化
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
賢
治
童
話
は
、
「
児
童
の
日
常
生
活

の
中
か
ら
、
正
し
い
集
団
的
・
自
主
的
・
創
造
的
生
活
を
導

き
出
し
、
そ
れ
を
ヨ
リ
合
理
的
な
社
会
生
活
へ
と
、
彼
等
自

身
に
よ
っ
て
、
高
め
さ
せ
て
行
く
」
児
童
文
学
と
い
う
評
価

軸
が
用
い
ら
れ
る
こ
と
で
、
否
定
さ
れ
た
の
で
あ
る
千
百
続

橋
達
雄
に
よ
る
、
損
本
に
と
っ
て
賢
治
童
話
は
「
模
本
理
論

に
ひ
き
あ
て
て
、
不
満
足
な
と
こ
ろ
が
お
お
か
っ
た
の
で
は

あ
る
ま
い
か
」
と
い
う
推
測
は
、

ρ
理
想
N

を
彼
の
固
有
性

と
し
て
把
握
す
る
限
り
、
確
か
に
的
を
射
て
い
る
と
思
わ
れ

る
A
8
3

続
橋
の
理
解
は
、
賢
治
童
話
の
受
容
研
究
に
お
け
る
平
均

的
理
解
だ
と
言
え
る
。
従
来
、
損
木
の
発
言
は
、
管
忠
道
に

「
児
童
文
学
界
の
ア
ウ
ト
サ
イ
ダ
ー
で
あ
る
賢
治
童
話
が
文

壇
的
に
問
題
に
な
っ
て
き
た
こ
と
に
た
い
す
る
児
章
文
学
界

の
一
般
的
な
反
発
、
あ
る
い
は
、
こ
れ
を
正
当
な
童
話
と
認

め
た
く
な
い
気
分
に
、
理
論
的
な
支
援
を
与
え
た
と
見
ら
れ

な
く
も
な
い
」
と
言
及
さ
れ
た
こ
と
は
あ
っ
て
も
、
あ
く
ま

で
局
所
的
で
狭
髄
な
批
判
と
し
て
扱
わ
れ
て
き
た

gv。
大
藤

幹
夫
も
模
本
の
批
判
に
触
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
を
「
鈴
木
三

重
一
の
見
解
に
見
合
う
「
児
童
（
子
ど
も
ご
へ
の
と
ら
わ
れ
」

に
起
因
す
る
も
の
だ
と
退
け
、
「
賢
治
話
の
特
質
」
と
は
児

童
文
学
で
あ
り
な
が
ら
、
そ
の
枠
組
み
か
ら
逸
脱
す
る
「
お

も
し
ろ
さ
」
に
あ
る
と
説
く
《
ザ
。
な
る
ほ
ど
、
横
木
の
批
判

は
時
代
の
制
約
か
ら
脱
し
き
れ
、
ず
、
し
か
も
「
賢
治
童
話
の

特
質
」
を
す
く
い
取
れ
な
か
っ
た
批
評
と
理
解
さ
れ
る
こ
と

で
、
顧
み
ら
れ
て
い
な
い
。

だ
が
、
当
時
の
児
童
文
化
を
め
ぐ
る
一
言
説
空
間
を
考
慮
に

入
れ
る
と
き
、
損
本
の
批
判
は
無
視
で
き
な
い
も
の
と
し
て

立
ち
現
れ
る
。
彼
の

ρ
理
想
d

は
、
賢
治
童
話
に
生
じ
た
あ

る
可
能
性
を
、
児
童
文
化
で
問
時
代
的
に
生
起
し
て
い
た

ρ

子
ど
も
の
生
活
を
向
上
さ
せ
る
文
化
の
確
立
H

を
狙
う
一
言
説

と
軌
を
一
に
す
る
ゆ
え
に
、
垣
間
見
せ
て
く
れ
る
た
め
で
あ

る。
そ
う
し
た
一
言
説
が
、
学
校
教
育
場
の
生
活
綴
方
・
生
活
主

義
教
育
運
動
を
め
ぐ
っ
て
生
成
さ
れ
た
こ
と
は
、
周
知
の
通

り
で
あ
る
。
一
九
一
一
一

0
年
代
、
生
活
主
義
教
育
運
動
は
生
活

綴
方
と
い
う
活
動
を
介
し
て
、
中
内
敏
夫
が
指
摘
す
る
よ
う

に
、
教
師
が
子
ど
も
の
「
通
常
の
状
態
で
は
つ
か
む
こ
と
の

で
き
な
い
願
い
や
要
求
な
ど
の
か
た
ち
を
と
っ
て
現
れ
る
子

ど
も
の
発
達
や
か
れ
の
生
活
構
造
を
認
知
」
し
、
そ
れ
な
フ

ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
す
る
こ
と
で
、
「
子
ど
も
た
ち
の
あ
い
だ
に
、

自
分
た
ち
の
生
活
と
自
己
に
対
す
る
リ
ア
ル
な
認
識
の
能
力

と
感
誌
の
大
系
、
そ
し
て
こ
れ
を
ふ
ま
え
た
意
欲
を
育
て
て

口口氏
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い
く
」
と
い
う

H

目
標
H

を
掲
げ
て
い
た

A

り
。
こ
こ
で
い
う

「
意
欲
」
と
は
、
土
問
分
た
ち
の
生
活
と
自
己
」
を
相
対
化
し
、

改
善
し
よ
う
と
す
る
意
識
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
生
活
主
義

教
育
運
動
の
底
流
に
、
挫
折
し
た
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
教
育
運
動

の
残
浮
を
見
出
す
こ
と
は
容
易
い
。
例
え
ば
、
上
回
庄
三
郎

「
童
心
室
上
主
義
の
崩
壊
性

i
綴
り
方
教
育
に
於
け
る
中
間

意
識
の
清
算
」
（
「
続
方
生
活
」
第
二
巻
第
六
号
、
一
九
三

0
・

五
）
に
お
け
る
、
「
観
念
形
態
の
開
拓
と
感
情
の
社
会
化
を
本

質
的
使
命
と
す
る
綴
方
教
育
者
が
、
多
少
の
迫
害
に
抗
し
て

中
間
意
識
を
精
算
し
階
級
的
立
場
か
ら
そ
の
打
開
を
企
画
す

る
こ
と
は
、
穏
当
司
王
認
な
途
」
だ
と
い
う
一
一
百
表
に
触
れ
る
こ

と
で
、
こ
の
こ
と
は
了
解
さ
れ
よ
う
。

生
活
主
義
教
育
運
動
の

H

陸
標
H

は
、
当
時
の
児
童
絵
画
、

児
童
演
劇
、
紙
芝
居
、
絵
本
、
漫
画
、
玩
具
な
ど
と
い
っ
た
、

多
く
の
児
童
文
化
財
の
価
値
を
判
断
す
る
審
級
と
し
て
機
能

す
る
こ
と
に
な
る
。
い
わ
ば
、
生
活
主
義
を
基
軸
と
す
る
児

童
文
化
が
形
成
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
無
論
、
児
童
文
学
も
そ

の
圏
内
に
あ
っ
た
こ
と
は
言
う
ま
で
、
も
な
い
。

模
本
に
よ
る
賢
治
童
話
へ
の
批
判
は
、
生
活
主
義
の
文
脈

を
踏
ま
え
る
こ
と
で
、
そ
の
向
時
代
性
が
浮
か
び
上
が
っ
て

く
る
。
ま
た
、
も
と
も
と
『
新
児
章
文
学
理
論
』
で
唱
え
ら

れ
た

H

理
想
H

も
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
児
童
文
学
運
動
の
解
体

を
経
て
言
い
表
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
彼
は
『
プ
ロ
レ
タ

リ
ア
児
童
文
学
の
諸
問
題
』
（
世
界
社
、
一
九
三

0
・
E
）
に

お
い
て
、
「
児
童
文
学
の
教
化
的
使
命
」
に
基
づ
き
、
「
支
配

階
級
的
奴
隷
的
観
方
、
考
へ
方
、
感
じ
方
を
断
然
排
繋
し
、

五
口
々
無
産
階
級
の
真
に
「
正
し
い
世
界
観
」
へ
導
く
」
た
め

の
、
言
い
換
え
れ
ば
、
子
ど
も
を
将
来
的
な
社
会
革
命
の
「
関

士
」
へ
と
成
長
さ
せ
る
児
童
文
学
を
要
請
し
た
（
リ
。
し
か
し
、

彼
は
運
動
へ
の
弾
圧
か
ら
、
一
九
三
二
年
に
日
本
プ
ロ
レ
タ

リ
ア
作
家
同
盟
を
脱
退
。
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
注
入
型
の
児
童
文

学
か
ら
、
子
ど
も
の
自
発
的
な
成
長
を
促
す
児
童
文
学
へ
と

主
張
を
推
移
さ
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
推
移
に
つ
い
て

浅
岡
靖
央
は
、
日
本
無
産
者
消
費
組
合
連
盟
が
組
織
し
た
子

供
会
と
の
関
わ
り
が
、
模
本
に
「
現
実
の
子
ど
も
の
生
活
に

つ
い
て
の
認
識
の
深
化
」
を
も
た
ら
し
た
た
め
、
と
も
指
摘

す
る
（
リ
。

興
味
深
い
こ
と
に
、
根
本
が
編
集
に
た
ず
さ
わ
っ
た
児
童

文
学
研
究
会
編
司
現
代
童
話
集
』
（
耕
進
社
、
一
九
一
一
一
四
・
七
）

は
、
「
な
め
と
こ
山
の
熊
」
を
採
録
し
て
い
る
。
遠
藤
純
は
、

「
な
め
と
こ
山
の
熊
」
が
選
ば
れ
た
要
因
と
し
て
、
横
本
が

「
芸
術
性
豊
か
な
児
童
文
学
の
新
た
な
理
論
を
模
索
し
て
い

た
」
時
期
に
あ
っ
た
こ
と
、
テ
ク
ス
ト
に
「
社
会
矛
居
の
追

求
が
あ
る
こ
と
」
の
二
点
を
指
擁
す
る
（
リ
。
一
方
で
賢
治
童

話
が
誼
裁
に
批
判
さ
れ
た
「
転
換
期
の
児
童
文
学
」
の
末
尾

に
は
、
「
一
九
三
六
・
一
・
二
七
い
と
日
付
が
付
さ
れ
て
い
る
。
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こ
れ
ら
は
、
根
本
が
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
児
文
学
を
離
れ
、
新

た
な
児
意
文
学
の
模
索
と
理
論
化
を
深
め
る
な
か
で
、
賢
治

童
話
が
批
判
の
組
上
に
上
が
っ
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。

賢
治
童
話
は
、
模
本
が
子
ど
も
の
実
態
に
触
れ
た
こ
と
、
生

活
主
義
の
文
献
へ
接
近
・
共
鳴
す
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
で

構
成
さ
れ
た

H

理
想
H

に
よ
っ
て
、
彼
の
児
童
文
学
の
閤
域

か
ら
外
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
を
明
ら
か
に
す
る
と
き
、

戦
前
の
賢
治
童
話
に
は
、
左
翼
思
想
の
潮
流
を
経
由
し
た
児

童
文
化
の
審
級

i
生
活
主
義
か
ら
の
拒
絶
、
と
い
う
ネ
ガ
テ

ィ
ブ
な
評
価
が
下
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
っ
た
こ
と
を
照
射
で

き
る
よ
う
に
な
る
。

も
ち
ろ
ん
、
司
新
児
童
文
学
理
論
』
に
お
け
る
横
本
の

ρ
理

想
H

に
は
、
向
川
幹
雄
が
述
べ
る
よ
う
に
、
未
だ
に
「
プ
ロ

レ
タ
リ
ア
児
童
文
学
運
動
の
教
化
主
義
か
ら
抜
け
切
れ
て
い

な
」
い
点
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る

A

ザ
。
し
か
し
同
様
の

観
点
を
用
い
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
生
活
主
義
に
も
当
て
は
ま

る
。
そ
の
意
味
で
も
、
模
本
の
批
判
か
ら
は
、
当
時
の
児
童

文
化
に
お
け
る
賢
治
童
話
へ
の
評
価
が
係
争
状
態
に
あ
り
、

し
か
も
淘
汰
さ
れ
る
可
能
性
を
卒
ん
で
い
た
痕
跡
を
、
見
出

す
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

一
一
、
生
活
主

と
劇
詣
棄
璽

と
こ
ろ
が
、
映
画
『
風
の
又
郎
の
公
擦
を
経
て
発
行

さ
れ
た
ニ
反
長
半
縮
『
少
国
民
文
学
論
』
（
昭
森
社
、
一
九
四

二
・
四
）
に
は
、
賢
治
童
話
を
賞
讃
す
る
二
本
の
評
論
が
掲

載
さ
れ
た
。

一
つ
は
、
及
川
甚
善
の
評
論
で
あ
る
。
彼
は
二
盗
話
の
芸

術
性
」
に
お
い
て
、
賢
治
童
話
は
「
従
来
の
わ
れ
わ
れ
の
概

念
の
な
か
に
あ
っ
た
「
童
話
」
と
い
ふ
も
の
の
範
鴎
か
ら
造

か
に
は
み
出
て
ゐ
る
」
と
説
い
た
。
他
方
、
塚
原
健
二
郎
は

「
童
話
の
技
術
い
に
で
、
賢
治
章
話
に
小
川
米
明
と
共
通
す

る
ご
悶
向
島
宍
な
文
学
精
神
」
を
認
め
、
そ
の
上
で
「
リ
ア
ル
な

作
品
」
と
い
う
評
飾
軸
を
も
と
に
、
「
風
の
又
三
郎
」
と
「
グ

ス
コ
ー
プ
ド
リ
の
伝
記
」
の
異
に
つ
い
て
、
こ
う
語
っ
た
。
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風
の
又
一
一
一
郎
」
は
氏
の
代
表
作
で
あ
る
が
、
一
見
リ
ア

ル
な
作
品
と
思
は
れ
る
こ
の
作
品
が
、
非
現
実
的
で
あ
る

の
は
、
グ
ス
コ
ー
プ
ド
リ
の
伝
記
の
や
う
な
、
空
想
的
な

作
品
に
、
よ
り
現
実
感
が
あ
る
と
云
ふ
こ
と
は
、
わ
れ
わ

れ
に
多
く
の
示
唆
を
な
げ
か
け
る
も
の
で
は
な
か
ら
う
か
。

云
ふ
ま
で
も
な
く
、
作
品
の
持
つ
リ
ア
リ
テ
ィ
と
い
ふ
も

の
は
そ
の
底
に
あ
る
真
実
の
有
無
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
。

形
の
上
の
リ
ア
ル
が
、
必
ず
し
も
、
リ
ア
ル
な
作
品
と
云



う
こ
と
辻
で
き
な
い
。

A

び

こ
こ
で
着
尽
し
た
い
の
は
、
両
者
が
、
賢
治
章
話
の
価
値

を
自
明
と
す
る
地
平
か
ら
出
発
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
及
川

の
一
一
言
表
で
は
、
賢
治
童
話
が
従
来
の
ジ
ャ
ン
ル
規
定
の
必
要

条
件
を
満
た
し
つ
つ
、
か
つ
そ
れ
を
「
超
越
」
す
る
価
値
の

存
在
が
表
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
塚
原
に
お
い
て
は
、
「
現
実
の

底
に
横
っ
て
ゐ
る
」
と
さ
れ
る
「
真
実
」
が
、
「
現
実
か
ら
遊

離
」
せ
ず
摺
み
取
ら
れ
た
と
す
る
視
角
か
ら
、
「
グ
ス
コ
ー
プ

ド
リ
の
伝
記
」
に
重
き
が
置
か
れ
て
い
る
。
そ
の
妥
当
性
は

と
も
か
く
、
塚
賭
の
思
考
様
式
は
「
リ
ア
リ
テ
ィ
」
が
重
視

さ
れ
て
い
る
点
に
お
い
て
、
先
の
生
活
主
義
の
文
脈
と
部
分

的
に
重
な
り
合
う
。
つ
ま
り
い
ず
れ
の
場
合
も
、
既
存
の
評

価
軸

l
生
活
主
義
が
踏
襲
さ
れ
る
こ
と
で
、
賢
治
童
話
の
儲

値
が
表
象
さ
れ
て
い
る
と
言
え
る
。

そ
れ
で
は
撰
本
の
批
判
が
垣
間
晃
せ
た
、
賢
治
童
話
に
経

胎
し
て
い
た
児
童
文
化
か
ら
の
拒
絶
の
可
能
性
は
、
ど
の
よ

う
に
し
て
回
避
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
を
考
え
る
に

あ
た
っ
て
有
効
な
視
座
と
な
る
の
は
、
劇
団
東
童
の
歩
み
で

あ
る
。東

童
（
東
京
童
話
劇
協
会
）
は
創
設
者
宮
津
博
を
中
心
に
、

一
九
二
八
年
か
ら
一
九
六
五
年
ま
で
の
約
三
十
八
年
間
、
長

期
に
わ
た
っ
て
日
本
の
児
演
劇
を
支
え
た
劇
団
で
あ
る
。

殊
に
、
一
九
一
二

0
年
代
後
半
の
活
動
へ
の
評
価
は
、
非
常
に

高
い
。
こ
の
時
期
を
「
東
童
の
黄
金
時
代
」
と
呼
ん
だ
富
田

博
之
は
、
「
暗
い
谷
間
の
時
代
に
、
進
歩
的
な
児
童
文
化
運
動

の
象
徴
と
し
て
の
意
義
」
を
持
っ
た
と
強
調
し
た

A

り
。
彼
ら

は
、
そ
の
時
期
に
示
し
た
時
局
に
迎
合
し
な
い
「
進
歩
的
」

な
姿
勢
・
態
度
に
よ
っ
て
、
児
童
演
劇
界
ば
か
り
か
、
児
童

文
化
の
領
域
で
も
認
め
ら
れ
て
い
た
。

ま
た
東
童
は
、
〈
宮
沢
賢
治
〉
の
受
容
研
究
に
お
い
て
は
、

「
専
門
劇
団
で
賢
治
を
取
り
上
げ
た
最
初
の
劇
団
」
で
あ
り
、

「
風
の
又
一
一
一
郎
」
の
映
画
化
を
牽
引
し
た
こ
と
で
知
ら
れ
て

い
る
｛
ザ
。
確
か
に
、
劇
団
関
係
者
の
西
島
悌
四
部
が
、
「
賢

治
の
作
品
は
東
童
の
レ
パ
ー
ト
リ

i
に
な
く
て
は
な
ら
な
い

も
の
」
で
あ
っ
た
と
証
言
し
た
よ
う
に
、
東
童
は
〈
宮
沢
賢

治
〉
の
流
布
の
早
い
段
階
か
ら
、
次
々
と
賢
治
章
話
の
劇
化

に
挑
戦
し
た
｛
ザ
。
試
み
に
、
大
阪
府
立
中
央
図
書
館
層
際
先

童
文
学
館
が
所
蔵
す
る
台
東
京
童
話
劇
協
会
資
料
』
群
を
中

心
に
、
東
章
が
戦
前
・
戦
中
期
に
手
掛
け
た
賢
治
テ
ク
ス
ト

の
劇
化
上
演
の
足
跡
を
、
｛
表
一
｝
で
整
理
し
て
お
こ
う
。

こ
の
よ
う
に
一
覧
す
る
こ
と
で
、
東
童
は
賢
治
童
話
を
諌

作
と
す
る
作
品
の
上
演
を
、
特
に
「
黄
余
時
代
い
周
辺
に
お

い
て
精
力
的
に
行
っ
た
こ
と
が
明
瞭
に
な
る
。
ま
た
童
話
だ

け
で
な
く
、
詩

i
「
雨
ニ
モ
マ
ケ
ズ
」
を
演
目
に
組
み
込
ん

だ
こ
と
も
特
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
彼
ら
は
戦
前
・
戦
中
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公演 ； 年月日 演目 演出 ： 場所
第311'11 1937・1・19～21 ! ＊議文fi！•用改修「バナナン将軍｛務） J !W泊三朗j築地小銅線

第37［~1 1938・JI・15～18l 見l後文Ji部改修 Fバナナン将1j(（一幕） J i 1寺町i二：即'li築地小劇滋

第38凶 3 19:39・2・2～7 トーーー＊ー!Ii一文－－芸－部ー改ーー修ーー「ポーーラ‘ン－のwー広ー滋ーー（一一‘議－）wーー一ー 'i!(j:ft待 ；築地小劇場
小池侠太郎総！色「j.J!.の又三郎｛二幕開場） J 

静［~！ 1939・9・9～10 「詩の朗読雨ニモマケズj ；筒Jj敬介jお竹w.
第40@] l!J39・lO・27～29! 小池宮i太郎~色 re誌の又1郎（＇.j\l;関場） J ：京将l~~ i 有楽w.
第43[ii[ ! 1940・5・20～29 i '&¥Nt熔総色「グスコープドリの伝記（ '.ii~九Ii!) J : )1＼津博 j築地小隊財

ti¥56［羽 i1942・7・30～8・2i 松原淡「銀河鉄道の夜（六妓）」 i宮i宇待。索開磁場

第（）2図 Hl44・7・25～:ii ？鞘Iれ(f/fllll色 r~t援ぬ燦i後（Ii.~号） J 窯詩t博 i悶民新艇場
埼玉・飾郡i

第2fwJ移動 1944. 9・25～IO・14 日涛の朗読［~jニモマケズj ・事iitl.長

野

til41f1l移動。 1944・12・1～8 日？のまII説jfjニモマケズj 災担f

百l51白i移!fv1i 1945・1・31 「詩の虫ij統jjjニモマケズJ 栃木

第6回移動： 1945・2・4 f詩の~.Jlii売 ITTニモマケズ」 不明

期
を
通
し
て
、
賢
治
テ
ク
ス
ト
に
大
き
な
関
心
を
抱
き
、
上

演
に
向
け
て
一
幅
広
く
取
材
し
た
劇
団
で
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と

は
、
第
三
十
八
回
公
演
が
「
宮
沢
賢
治
傑
作
大
会
」
と
銘
打

た
れ
た
点
か
ら
も
強
調
で
き
る
（
初
）

O

さ
て
「
黄
金
時
代
」
の
東
童
は
、
劇
団
の

ρ
指
針
H

と
し

て
リ
ア
リ
ズ
ム
児
童
劇
を
掲
げ
て
い
た
（
り
。
「
東
童
四
十
回

公
演
の
歴
史
」
（
「
〔
劇
団
東
章
第
四
十
回
公
演
記
念
パ
ン
フ
レ

ッ
ト
〕
」
、
一
九
三
九
・
一

O
）
に
よ
る
と
、
東
童
の
リ
ア
リ

ズ
ム
児
童
劇
が
上
演
の
形
を
と
る
の
は
、
第
二
十
二
密
公
演

（
一
九
三
五
・
六
）
以
降
の
こ
と
。
同
公
演
を
契
機
に
、
そ

れ
ぞ
れ
上
演
作
品
は
異
な
っ
て
い
て
も
、
ご
つ
の
方
向
と
し

て
、
童
話
化
さ
れ
な
い
、
む
し
ろ
厳
粛
で
さ
へ
あ
る
子
供
自

身
の
生
活
を
撞
く
」
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
。
「
童
話
化
さ
れ

な
い
」
と
は
、
童
心
主
義
を
根
拠
に
し
な
い
こ
と
を
表
し
て

い
る
。
東
宝
は
童
心
主
義
の
排
除
に
、
子
ど
も
の
啓
蒙
と
い

う
観
点
か
ら
正
当
性
を
与
え
て
い
た
。
劇
団
内
で
上
積
作
品

の
脚
本
を
担
当
し
た
岩
佐
氏
需
は
、
「
子
供
に
妖
精
や
妖
女
な

ど
か
ら
或
る
所
の
「
夢
」
を
見
せ
る
こ
と
は
、
要
す
る
に
大

人
の
セ
ン
チ
メ
ン
タ
リ
ズ
ム
で
あ
っ
て
、
チ
供
達
の
文
化
的

発
展
に
何
ら
資
す
る
も
の
で
は
な
い
」
。
「
わ
れ
わ
れ
は
、
将

来
お
と
な
に
な
る
為
に
必
要
な
、
又
将
来
役
会
生
活
を
し
て

行
く
の
に
役
立
ち
、
勇
気
づ
け
る
や
う
な
テ

i
マ
を
選
ば
ね

ば
な
ら
ぬ
と
し
た
吟
｝

O

つ
ま
り
、
東
童
は
心
主
義
を
排

［表一］東主主による賢治童話の慮IJ化上演目録

つム
ρ
り



す
る
こ
と
で
、
「
子
供
自
身
の
生
活
」
に
こ
だ
わ
っ
た
リ
ア
リ

テ
ィ
と
、
子
ど
も
の
「
将
来
」
を
見
据
え
た
「
テ

i
マ
」
を

有
す
児
童
演
劇
を
志
向
し
た
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
東
童
の

H

指
針
H

も
、
問
時
代
の
生
活
主
義
と

軌
を
一
に
す
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
、
生
活

主
義
を
基
調
と
し
た
雑
誌
「
生
活
学
校
」
で
は
、
東
童
の
公

演
の
観
劇
企
闘
が
持
ち
上
が
り
、
公
演
評
・
劇
鴎
評
も
揚
載

さ
れ
て
い
た
。
例
え
ば
「
生
活
学
校
」
を
主
宰
し
た
戸
塚
簾

は
、
児
童
演
劇
界
に
「
正
し
い
知
識
と
感
情
と
意
志
を
培
っ

て
ゆ
く
よ
う
な
劇
」
を
求
め
、
「
私
が
最
も
の
ぞ
み
を
か
け
る

の
は
東
京
童
話
劇
協
会
」
だ
と
述
べ
た
（
号
。
ま
た
宮
津
静
も

「
児
童
演
劇
と
児
童
の
心
理
」
（
「
生
活
学
校
」
第
三
巻
第
四

号
、
一
九
三
七
・
四
）
や
脚
本
「
テ
ン
プ
ル
の
世
界
（
一
幕

二
場
ご
（
「
生
活
学
校
」
第
一
一
一
巻
第
六
・
七
号
、
一
九
一
二
七
・

六

l
七
）
を
寄
稿
し
て
い
た
。
東
章
と
生
活
主
義
教
育
運
動

は
、
互
い
に
交
流
が
も
た
れ
る
ほ
ど
、
親
密
な
関
係
が
矯
築

さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

で
は
、
東
童
の
リ
ア
リ
ズ
ム
児
童
劇
と
賢
治
童
話
は
、
具

体
的
に
ど
の
よ
う
に
結
び
付
い
た
の
か
c

そ
の
一
面
を
、
東

章
が
初
め
て
賢
治
童
話
を
も
と
に
し
た
上
演
作
品
「
バ
ナ
ナ

ン
将
軍
（
一
幕
ご
の
脚
本
で
検
討
し
た
い
。

「
バ
ナ
ナ
ン
将
軍
（
一
幕
ご
の
原
作
は
「
飢
餓
陣
営
」
で

あ
る
。
両
者
は
と
も
に
、
飢
餓
に
見
舞
わ
れ
た
兵
士
た
ち
が
、

相
談
の
末
に
上
の
一
周
章
・
勲
章
を
食
し
て
し
ま
う
物
語
で

あ
る
。
一
屑
章
・
勲
章
が
象
徴
す
る
権
威
の
流
動
性
が
、
そ
れ

ら
の
材
質
を
可
食
の
物
に
置
き
換
え
、
権
威
を
見
出
す
者
を

極
限
状
態
に
置
く
こ
と
で
表
現
さ
れ
る
。

し
か
し
、
両
者
に
は
差
異
を
見
出
す
こ
と
も
で
き
る
。
「
銑

錨
陣
営
」
で
は
一
屑
章
・
勲
章
を
食
し
た
兵
士
が
責
任
を
と
ろ

う
と
す
る
と
き
、
「
バ
ナ
ナ
ン
大
将
」
は
「
お
前
た
ち
の
誠
心

に
較
べ
て
は
俺
の
勲
章
な
ど
は
実
に
何
で
も
な
い
」
。
「
神
」

の
「
お
ん
限
か
ら
み
そ
な
は
す
な
ら
ば
勲
章
や
エ
ボ
レ
ツ
ト

な
ど
は
瓦
磯
に
も
均
し
い
」
と
語
り
、
さ
ら
に
「
神
の
み
カ

を
受
け
て
新
し
い
体
操
を
発
明
し
た
」
こ
と
で
、
部
下
た
ち

を
許
す
と
い
う
構
成
に
な
っ
て
い
る
。
原
作
の
「
バ
ナ
ナ
ン

大
将
」
は
、
部
下
た
ち
の
「
誠
心
」
に
触
れ
た
と
同
時
に
、

「
神
」
の
恩
恵

l
超
自
然
的
な
方
法
に
よ
っ
て
食
撞
が
獲
得

さ
れ
る
「
新
し
い
体
操
」
日
「
生
産
体
操
」
が
与
え
ら
れ
た

た
め
に
、
権
威
の
魅

h

恐
か
ら
脱
す
る
（
与
。

他
方
、
「
バ
ナ
ナ
ン
将
軍
（
一
幕
ご
で
は
「
神
」
の
患
恵

が
介
在
し
な
い
。
「
バ
ナ
ナ
ン
大
将
」
は
兵
士
た
ち
の
「
誠
心
」

に
よ
っ
て
の
み
、
一
屑
章
・
勲
の
権
威
の
流
動
性
に
気
づ
き
、

彼
ら
を
許
す
の
で
あ
る
。

内
ぺ
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大
将
い
や
、
バ
ナ
ナ
で
出
来
て
る
エ
ポ
レ
ツ
ト
や
、
お

菓
子
の
勲
章
は
喰
べ
ら
れ
て
よ
い
も
の
で
あ
る
べ
き
ぢ
や
。



わ
し
が
そ
れ
を
つ
け
て
た
の
は
、
つ
ま
り
そ
の
狐
に
だ
、
ま

く
ら
か
さ
れ
て
居
た
の
ぢ
や
。
／
〔
中
略
〕
／
大
将
お

前
遠
の
生
き
生
き
と
し
た
眼
が
、
狐
に
欺
さ
れ
て
た
わ
し

の
限
を
覚
し
て
く
れ
た
の
ぢ
や
。
ゐ
｝

「
バ
ナ
ナ
ン
将
軍
（
一
幕
ご
の
脚
本
は
原
作
と
比
較
す
る

こ
と
で
、
兵
士
た
ち
の
行
為
を
前
景
化
さ
せ
、
救
済
の
合
理

性
を
際
立
た
せ
る
改
変
が
施
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に

な
る
。
こ
の
こ
と
は
東
童
が
賢
治
章
話
を
、
リ
ア
リ
ズ
ム
児

童
劇
1

生
活
主
義
を
基
軸
に
、
改
変
も
辞
さ
な
い
読
み
替
え

を
図
っ
て
い
た
こ
と
を
浮
き
彫
り
に
す
る
。
つ
ま
り
「
バ
ナ

ナ
ン
将
軍
（
一
幕
ご
の
場
合
で
あ
れ
ば
、
成
員
の
相
談
に
よ

っ
て
環
境
は
改
善
さ
れ
、
さ
ら
に
そ
の
行
為
は
環
境
の
支
配

構
造
を
も
揺
り
動
か
す
、
と
い
う
メ
ッ
セ
ー
ジ
が
「
リ
ア
ル
」

に
表
現
さ
れ
る
よ
う
に
、
原
作
に
諺
正
が
加
え
ら
れ
、
上
演

さ
れ
た
の
で
あ
る
。
無
論
、
こ
う
し
た
改
変
は
、
公
演
作
品

「
風
の
又
三
郎
（
一
一
一
幕
臨
場
ご
か
ら
も
看
取
す
る
こ
と
が
で

き
る
。
間
作
で
は
、
又
三
郎
が
幻
想
的
な
「
風
の
神
の
子
」

と
し
て
解
釈
さ
れ
る
余
地
が
、
原
作
よ
り
も
縮
小
さ
れ
た
。

物
語
の
関
心
は
、
村
の
子
ど
も
た
ち
が
転
校
生
を
迎
え
入
れ
、

彼
に
親
近
感
を
抱
い
て
い
く
心
理
過
程
に
あ
っ
た
と
見
て
よ

、、n
b

，。

、u
v
d
O
F
刷、こ

こ
で
問
題
な
の
は
、

改
変
の
是
非
で
は
な
い
。

賢
治
童

話
が
生
活
主
義
に
沿
う
よ
う
な
形
に
整
え
ら
れ
、
問
時
に
賢

治
の
名
前
が
付
さ
れ
た
形
で
上
演
さ
れ
た
こ
と
に
あ
る
。
い

わ
ば
策
室
は
、
賢
治
童
話
を
生
活
主
義
の
文
脈
で
吟
味
さ
れ

る
機
会
を
提
供
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
背
景
に
よ
っ

て
賢
治
童
話
は
、
児
童
文
化
に
お
け
る
東
童
の
位
相
に
後
押

し
さ
れ
な
が
ら
、
生
活
主
義
教
育
運
動
の

H

目
擦
が
に
違
わ

な
い
価
値
が
見
出
さ
れ
て
い
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

一
一
一
、
劇
団
驚
盤
の
役
割

宮
津
博
は
児
童
演
劇
に
お
け
る

て
、
こ
の
よ
う
に
語
っ
て
い
た
。

「
リ
ア
リ
ズ
ム
」

に
つ
い

一64-

児
演
劇
の
リ
ア
リ
ズ
ム
は
、
飽
く
ま
で
、
理
想
義
で

あ
る
こ
と
を
特
徴
と
す
る
。
そ
し
て
現
在
の
理
想
は
、
時

代
の
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
思
潮
の
進
展
と
、
わ
れ
わ
れ
の
直

面
し
て
ゐ
る
国
家
社
会
の
欲
求
と
の
相
関
に
あ
っ
て
、
健

康
な
美
・
頑
強
な
意
欲
・
パ
イ
オ
ニ
ヤ
の
精
神
・
集
団
的

な
正
義
等
・
・
・
・
・
・
が
目
標
と
な
る
。

A

幻
v

東
童
の

H

指
針
H

｜
リ
ア
リ
ズ
ム
児
童
麟
の
「
理
想
」
は
、

「
風
の
又
三
郎
（
三
幕
間
場
ご
か
ら
も
読
み
取
ら
れ
た
よ
う

で
あ
る
。
「
日
本
学
芸
新
間
関
」
に
は
、
「
一
番
感
じ
た
の
は
、



子
供
達
が
自
分
の
社
会
、
生
活
、
を
遠
慮
会
釈
な
く
堂
々
と

舞
台
に
移
動
さ
せ
て
ゐ
る
事
だ
」
と
す
る
論
評
が
掲
載
さ
れ

た

A90
ま
た
「
東
京
朝
日
新
聞
」
で
は
、
「
リ
ア
リ
テ
ィ
を

通
し
た
子
ど
も
の
フ
ァ
ン
タ
ジ
イ
が
か
な
り
上
手
に
舞
台
に

現
さ
れ
て
、
一
つ
の
詩
味
を
感
ぜ
し
め
る
も
の
が
あ
っ
た
」

と
評
さ
れ
た
〈
旬
。
こ
れ
ら
を
宮
擦
の
言
表
と
重
ね
る
な
ら
ば
、

「
風
の
又
三
郎
（
三
幕
四
場
ご
に
よ
っ
て
、
子
ど
も
の
「
社

会
」
「
生
活
」
が
「
リ
ア
リ
ズ
ム
」
を
も
っ
て
描
か
れ
、
そ
こ

に
は
子
ど
も
の
啓
蒙
に
相
応
し
い
二
日
味
」
を
感
じ
さ
せ
る

「
健
農
な
美
」
が
あ
る
、
と
い
う
東
童
の
「
理
想
」
に
叶
う

反
応
が
、
一
ー
部
の
観
客
に
湧
出
し
た
こ
と
が
窺
え
る
。
メ
デ

ィ
ア
の
性
格
か
ら
一
言
え
ば
、
こ
の
こ
つ
の
批
評
を
児
童
文
化

で
の
評
価
と
し
て
扱
う
こ
と
は
難
し
い
。
し
か
し
評
価
の
あ

り
方
と
し
て
は
、
当
時
の
類
型
と
見
な
す
こ
と
が
で
き
る
。

と
一
言
う
の
も
、
初
め
て
の
子
ど
も
向
け
単
行
本
『
風
の
又

三
郎
h

（
m羽
田
書
店
、
一
九
三
九
・
一
一
一
）
に
お
け
る
賢
治
童

話
の
扱
わ
れ
方
が
、
東
童
へ
の
評
髄
の
あ
り
方
と
響
き
合
っ

て
い
る
た
め
で
あ
る
。
問
書
は
挿
絵
や
解
説
よ
り
、
東
叢
の

公
演
を
視
野
に
入
れ
な
が
ら
趨
め
ら
れ
た
こ
と
が
分
か
る
。

収
録
さ
れ
た
「
風
の
又
三
郎
」
に
は
一
一
一
枚
の
挿
絵
が
付
さ
れ

た
が
、
そ
の
う
ち
の
一
枚
に
は
、
舞
台
上
の
一
幕
が
描
か
れ

た
。
ま
た
、
東
章
に
よ
っ
て
自
作
が
麟
化
上
演
さ
れ
て
い
た

坪
田
譲
治
の
解
説
「
こ
の
本
を
読
ま
れ
た
方
々
に
」
も
、
巻

末
に
収
め
ら
れ
て
い
た
。

坪
田
は
解
説
の
な
か
で
、
賢
治
話
は
子
ど
も
の
啓
蒙
に

資
す
る
と
い
う
立
場
を
前
提
に
、
児
意
文
学
一
般
に
つ
い
て
、

こ
う
い
表
し
た
。

そ

こ

児

文

〕

に

は

ま

こ

と

の

人

生

と

は

こ

ん

な

も
の
だ
と
い
ふ
こ
と
が
書
か
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
り
ま
す
。

そ
れ
が
わ
か
れ
ば
、
友
達
が
ど
ん
な
生
活
を
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
か
、
ど
ん
な
に
し
て
生
き
て
ゆ
か
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
か
、
そ
れ
が
わ
か
つ
て
来
る
の
で
あ
り
ま
す
。
つ

ま
り
私
達
は
そ
こ
で
き
方
と
い
ふ
の
を
習
ふ
の
で
あ
り

ま
す
。
（
叩
｝

民
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こ
こ
で
は
、
子
ど
も
が
対
象
と
い
う
こ
と
も
あ
り
、
児

文
学
に
お
け
る
リ
ア
リ
テ
ィ
の
重
要
性
に
は
触
れ
ら
れ
て
い

な
い
。
し
か
し
坪
田
は
当
時
、
普
太
・
一
一
一
平
も
の
に
よ
っ
て

リ
ア
リ
ズ
ム
児
童
文
学
の
旗
手
と
目
さ
れ
て
い
た
。
ま
た
彼

は
、
「
自
分
が
そ
こ
で
生
き
て
ゐ
る
世
界
と
し
て
存
在
す
る
世

界
」
を
表
現
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
も
発
言
し
て
い
た
（
号
。

つ
ま
り
坪
田
譲
治
と
い
う
児
童
文
学
者
は
、
解
説
の
一
言
辞
と

彼
の
巾
児
童
文
化
に
お
け
る
位
相
よ
り
、
生
活
主
義
の
層
内
に

属
し
て
い
た
と
挺
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
彼
が
、
『
風
の

又
一
二
郎
』
の
解
説
者
に
選
ば
れ
た
と
い
う
こ
と
は
、
賢
治



話
へ
の
期
待
が
、
坪
田
譲
治
と
の
間
に
親
和
性
を
生
み
出
し

て
い
た
こ
と
を
照
ら
し
出
す
。

『
風
の
又
三
郎
』
に
寄
せ
ら
れ
た
解
説
は
、
生
活
主
義
の

観
点
か
ら
の
詳
細
を
反
穫
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と

を
敷
街
す
る
と
、
東
童
に
よ
る
賢
治
童
話
の
劇
化
上
演
は
、

そ
の
評
価
に
お
い
て
も
、
彼
ら
の
「
理
想
」

l
生
活
主
義
の

H

目
標
H

と
の
合
致
が
承
認
さ
れ
た
こ
と
が
看
取
さ
れ
る
。

そ
し
て
、
さ
ら
に
『
風
の
又
一
一
一
郎
』
の
刊
行
は
、
東
童
に
よ

っ
て
生
活
主
義
の
言
説
空
間
に
置
き
直
さ
れ
た
賢
治
童
話
が
、

さ
ら
に
そ
の
印
象
を
強
め
る
原
動
力
の
ひ
と
つ
に
な
っ
た
と

意
味
づ
け
で
き
よ
う
。

『
風
の
又
三
郎
』
は
文
部
省
推
薦
国
警
に
選
ば
れ
、
か
っ

「
風
の
又
三
部
」
が
映
固
化
さ
れ
た
こ
と
で
、
「
児
童
に
よ
く

読
ま
れ
て
い
る
」
書
籍
と
な
っ
て
い
っ
た
こ
と
が
、
中
地
文

の
調
査
に
よ
っ
て
判
明
し
て
い
る
｛
号
。
ま
た
児
章
文
化
に
た

ず
さ
わ
る
人
々
か
ら
も
、
『
風
の
又
一
一
一
郎
』
は
好
意
的
に
受
け

入
れ
ら
れ
た
。
例
え
ば
「
最
近
の
名
作
名
著

l
諸
家
の
声
を

聴
く
」
（
「
日
本
児
童
文
化
」
第
四
年
第
五
号
、
一
九
四

0・

五
）
で
は
、
石
森
延
男
と
片
山
鶴
男
が
、
開
書
を
最
近
の
「
名

著
」
に
選
ん
だ
。
こ
の
な
か
で
片
山
は
、
「
坪
田
氏
の
解
説
付

で
児
童
向
き
の
童
話
集
と
し
て
出
版
さ
れ
た
処
に
意
義
深
い

も
の
が
あ
る
」
と
述
べ
た
。
賢
治
童
話
だ
け
で
な
く
、
時
間

の
解
説
も
『
風
の
又
三
郎
』
の
重
要
な
構
成
要
素
と
し
て
了

解
さ
れ
た
こ
と
を
、
こ
の
表
か
ら
見
出
す
こ
と
が
で
き
る

だ
ろ
う
。
や
は
り
『
風
の
又
三
郎
』
に
は
、
賢
治
童
話
が
生

活
主
義
に
準
ず
る
価
値
を
有
す
、
と
い
う
東
童
の
公
演
が
提

示
し
た
評
価
軸
を
再
生
産
し
、
よ
り
広
域
に
拡
散
さ
せ
る
も

の
で
あ
っ
た
と
言
え
る
。

西
部
良
子
は
東
童
の
公
演
史
を
緒
く
こ
と
で
、

3
1時
の
日

本
の
児
童
文
学
が
リ
ア
リ
ズ
ム
の
方
向
に
向
か
っ
て
」
お
り
、

そ
う
し
た
潮
流
の
な
か
で
「
村
童
ス
ケ
ッ
チ
」
の
一
つ
で
あ

る
「
風
の
又
三
郎
」
が
着
目
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
指
摘

す
る

A90
こ
の
指
摘
は
明
噺
で
あ
る
が
、
付
け
加
え
る
と
、

「
リ
ア
リ
ズ
ム
の
方
向
」
に
「
風
の
又
一
一
一
郎
」

1

賢
治
童
話

を
位
置
づ
け
、
そ
れ
を
流
布
さ
せ
た
始
源
と
し
て
、
東
童
は

よ
り
重
要
視
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
当
時

の
児
童
文
化
の
リ
ア
リ
ズ
ム
は
、
生
活
主
義
を
内
包
す
る
も

の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
損
本
の
批
判
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、

賢
治
童
話
は
、
生
活
主
義
と
の
折
り
合
い
の
悪
さ
が
疑
わ
れ

る
可
能
性
を
秘
め
て
い
た
。
い
わ
ば
評
価
が
一
戸
惑
わ
れ
、
肯

定
／
否
定
が
密
づ
り
に
さ
れ
た
係
争
下
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
状
況
に
お
い
て
、
東
童
が
児
童
文
化
の
な
か
で
、

子
ど
も
の
群
蒙
に
相
応
し
い
賢
治
童
話
の
価
値
、
生
活
主
義

の
文
脈
に
見
合
う
髄
値
の
提
示
と
い
う
役
割
を
演
じ
た
こ
と

は
見
逃
せ
な
い
。
す
な
わ
ち
東
童
は
、
係
争
下
に
あ
っ
た
賢

治
童
話
の
評
価
に
、
当
時
の
児
文
化
の
審
級

l
生

活

義

-66-



と
の
重
な
り
を
可
視
化
し
た
と
い
う
点
で
、
こ
の
領
域
で
の

〈
宮
沢
賢
治
〉
の
初
期
受
容
期
に
お
い
て
、
決
定
的
と
な
る

言
説
編
成
の
端
緒
を
提
供
す
る
存
在
で
あ
っ
た
と
位
置
づ
け

る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

問
、
叶
患
の
又
＝
一
部
い
か
ら
「
ゲ
ス
コ
ー
プ
ド
リ
の
伝
記
い
へ

i
お
わ
り
に
か
え
て

i

賢
治
の
死
後
、
彼
の
文
学
場
で
の
評
価
は
、
文
芸
復
興
期

の
言
説
空
間
関
を
背
景
に
、
そ
の
直
後
よ
り
高
ま
っ
て
い
た
（
号
。

そ
う
し
た
流
れ
は
脈
々
と
引
き
継
が
れ
て
い
く
が
、
一
方
で

出
児
童
文
化
の
領
域
で
は
、
賢
治
章
話
へ
の
違
和
感
が
あ
っ
た

と
推
測
で
き
る
。
こ
の
こ
と
は
、
旗
本
楠
郎
「
転
換
期
の
児

童
文
学
」
よ
り
窺
う
こ
と
が
で
き
る
。
横
本
の
批
判
は
、
当

時
の
児
童
文
化
の
審
級
で
あ
っ
た
生
活
主
義
の
文
脈
に
お
い

て
、
賢
治
童
話
の
評
価
が
不
安
定
で
あ
っ
た
こ
と
を
浮
か
び

上
が
ら
せ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
詞
時
期
に
児
童
演
劇
界
で

高
い
評
価
を
も
っ
て
活
動
し
て
い
た
東
章
が
、
賢
治
童
話
を

劇
化
上
演
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
着
地
点
が
見
出
さ
れ
て
い
く
。

す
な
わ
ち
、
東
童
が
自
ら
の
リ
ア
リ
ズ
ム
児
童
劇
！
生
活
主

義
を
基
調
と
す
る
改
変
を
施
し
な
が
ら
上
演
し
た
こ
と
で
、

賢
治
童
話
と
生
活
主
義
の
文
脈
と
の
親
和
性
が
確
立
さ
れ
る

こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
子
ど
も
を
啓
蒙

す
る
〈
宮
沢
賢
治
〉
と
い
う
一
一
言
説
の
流
通
に
は
正
当
性
が
帯

び
、
さ
ら
に
は
吋
風
の
又
三
郎
』
の
刊
行
と
い
う
、
生
活
主

義
に
財
っ
た
価
値
の
再
生
産
へ
と
繋
が
っ
て
い
っ
た
。
賢
治

童
話
は
作
者
の
死
後
、
急
速
に
評
価
が
高
ま
っ
た
。
だ
が
水

面
下
で
は
、
〈
宮
沢
賢
治
〉
に
も
た
ら
さ
れ
た
外
部
的
要
闘
が

介
在
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
同
時
代
的
な
評
価
軸
か
ら
の
承

認
そ
受
け
る
こ
と
が
で
き
て
い
た
の
で
あ
る
。

け
れ
ど
も
時
を
閉
じ
く
し
て
、
官
民
の
合
同
で
ま
と
め
ら

れ
た
「
児
童
読
物
改
善
ニ
関
ス
ル
内
務
省
指
示
要
綱
」
（
一
九

三
八
・
一

O
）
の
発
表
以
持
、
児
童
文
学
に
は
、
『
国
体
の
本

義
』
（
文
部
省
、
一
九
三
七
・
一
一
一
）
で
明
文
化
さ
れ
た
国
体
イ

デ
オ
ロ
ギ
ー
を
核
と
す
る
教
化
意
識
が
、
具
体
的
に
要
請
さ

れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
浅
間
靖
央
に
よ
る
と
、
こ
の
「
指
示

婆
綱
」
は
、
基
本
的
に
は
「
全
雑
誌
に
対
す
る
内
務
省
の
統

制
の
一
環
」
で
あ
っ
た
が
、
「
対
象
が
雑
誌
だ
け
で
な
く
子
ど

も
向
け
の
全
出
瓶
物
に
拡
大
さ
れ
る
と
と
も
に
、
よ
り
教
育

的
な
意
味
合
い
を
強
め
た
性
格
の
も
の
と
な
っ
た
」
と
い
う

品
百
児
童
文
学
の
評
価
軸
は
、
関
口
の
広
い
リ
ア
リ
テ
ィ
を

有
す
る
子
ど
も
の
啓
蒙
で
あ
っ
た
も
の
の
、
ア
ク
チ
ュ
ア
ル

な
教
化
を
笹
先
さ
せ
る
狭
院
な
も
の
へ
と
、
次
第
に
変
容
す

る
こ
と
に
な
っ
た
。

こ
う
し
た
環
境
の
変
容
は
、

を
与
え
た
。
塚
原
健
三
郎
「

賢
治
童

話
の
技
術
」
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の
評
価
に
も
影
響

で
見
た
よ
う
に
、



「
嵐
の
又
三
郎
」
か
ら
「
グ
ス
コ
ー
プ
ド
リ
の
伝
記
」
へ
推

移
し
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
、
ア
ク
チ
ュ
ア
ル
な
教
化
を
重

視
す
る
方
向
性
が
作
用
し
て
い
る
こ
と
を
見
出
す
こ
と
が
で

き
る
だ
ろ
う
。
「
グ
ス
コ
ー
プ
ド
η
ノ
の
伝
記
」
は
、
ブ
ド
リ
の

滅
私
奉
公
の
精
神
が
表
現
さ
れ
た
作
品
と
し
て
読
む
限
り
、

「
雨
ニ
モ
マ
ケ
ズ
」
に
、
あ
る
い
は
国
体
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に

接
近
す
る
。

こ
の
こ
と
は
、
句
嵐
の
又
三
郎
h

に
続
い
て
出
版
さ
れ
た
子

ど
も
向
け
単
行
本
が
、
『
グ
ス
コ
ー
プ
ド
リ
の
紙
記
』
（
羽
田

書
店
、
一
九
四
一
・
四
）
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
も
確
認
で
き

る
。
ま
た
こ
の
書
籍
は
、
聞
に
「
農
民
芸
術
概
論
締
要
」
の

一
節

i
「
世
界
が
ぜ
ん
た
い
幸
福
に
な
ら
な
い
う
ち
は
個
人

の
幸
福
は
あ
り
得
な
い
」

i
が
引
用
さ
れ
、
巻
頭
に
は
「
雨

ニ
モ
マ
ケ
ズ
」
の
全
文
が
収
録
さ
れ
て
い
る
。
『
嵐
の
又
一
一
一
部
恒

で
は
そ
う
し
た
処
置
が
、
少
な
く
と
も
「
雨
ニ
モ
マ
ケ
ズ
」

の
一
部
が
引
用
さ
れ
る
に
留
ま
っ
て
い
た
点
に
お
い
て
、
司
、
グ

ス
コ
ー
プ
ド
リ
の
伝
記
』
に
は
、
収
録
テ
ク
ス
ト
の
解
釈
を

絞
り
込
む
よ
り
強
い
コ
ー
ド
が
伏
在
し
て
い
る
こ
と
が
分
か

る
。
こ
の
よ
う
な
、
児
童
文
化
の
評
価
軸
の
変
容
を
背
景
と

し
た
「
グ
ス
コ
ー
プ
ド
リ
の
伝
記
」
へ
の
着
自
に
は
、
東
童

も
足
並
み
を
揃
え
て
い
た
。

東
童
は
「
風
の
又
一
二
郎
」
の
劇
化
上
演
と
映
画
化
を
受
け

て
、
次
な
る
賢
治
話
を
原
作
と
す
る
作
品
の
公
演
を
企
画

し
た
。
そ
れ
が
、
第
四
十
一
一
一
回
公
演
で
上
演
さ
れ
た
「
グ
ス

コ
ー
プ
ド
リ
の
伝
記
（
一
二
部
九
景
）
」
で
あ
る
。
こ
の
上
演
作

品
は
、
公
演
チ
ラ
シ
に
掲
載
さ
れ
た
概
要
に
よ
る
な
ら
ば
、

原
作
か
ら
の
改
変
箇
所
と
し
て
、
サ
ン
ム
ト
リ
火
山
で
の
嬢

破
工
作
の
際
に
ブ
ド
リ
は
妹
ネ
リ
と
再
会
す
る
、
と
い
う
点

を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
改
変
は
東
童
の
立
場
か
ら

す
る
と
、
子
ど
も
の
観
客
を
惹
き
つ
け
る
べ
く
、
若
い
役
者

を
効
果
的
に
配
置
す
る
た
め
に
行
わ
れ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

し
か
し
結
果
的
に
は
、
ネ
リ
と
の
再
会
が
卒
ま
り
、
サ
ン
ム

ト
リ
火
山
以
降
の
物
語
に
「
兄
弟
の
楽
し
い
生
活
」
が
播
か

れ
る
こ
と
で
、
カ
ル
ボ
ナ

i
ド
島
で
の
「
身
を
以
て
火
山
を

探
発
さ
せ
る
」
と
い
う
ブ
ド
リ
の
「
決
心
」
が
、
相
対
的
に

際
立
つ
と
い
う
効
果
が
生
じ
て
い
る
。

加
え
て
一
九
四
四
年
じ
丹
、
東
童
は
再
び
「
、
グ
ス
コ
ー
プ

ド
リ
の
転
記
」
を
上
演
す
る
。
第
六
十
二
田
公
演
作
品
「
北

極
島
爆
破
（
五
場
ご
で
あ
る
。
彼
ら
に
と
っ
て
、
定
期
公
演

で
脚
本
を
改
め
た
作
品
を
再
演
す
る
の
は
、
「
ピ

l
タ

i
パ
ン

の
例
が
あ
る
も
の
の
、
珍
し
い
。
戦
況
が
逼
迫
す
る
な
か
で
、

脚
本
を
錬
る
時
間
が
乏
し
か
っ
た
た
め
と
思
わ
れ
る
が
、
問

時
に
「
グ
ス
コ
ー
プ
ド
リ
の
伝
記
」
へ
の
、
当
時
の
子
ど
も

を
潜
蒙
す
る
作
品
と
し
て
相
誌
し
い
と
い
う
認
識
が
、
彼
ら

を
衝
き
動
か
し
た
の
で
は
な
い
か
。

「
東
童
」
第
六
十
二
田
公
演
号
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（
一
九
四
位
・
七
）

掲



載
さ
れ
た
、
上
演
作
品
の
梗
概
「
も
の
が
た
り
『
北
極
晶
爆

破
』
」
か
ら
は
、
こ
の
作
品
に
、
原
作
の
舞
台
・
登
場
人
物
の

名
前
が
日
本
名
に
改
め
ら
れ
、
プ
ロ
ッ
ト
も
「
沼
ば
た
け
」

の
場
面
が
削
除
さ
れ
た
な
ど
、
い
く
つ
か
の
改
変
が
あ
っ
た

こ
と
を
窺
え
る
。
し
か
し
ブ
ド
リ

i
民
蔵
が
「
冷
害
」
の
予

兆
を
感
じ
取
り
、
「
決
意
」
を
抱
き
行
動
に
移
す
場
記
は
、
そ

の
ま
ま
踏
襲
さ
れ
た
。
い
や
、
む
し
ろ
感
嘆
符
の
多
用
か
ら

は
、
そ
の
場
面
が
高
揚
感
を
も
っ
て
表
現
さ
れ
た
こ
と
も
倍

わ
っ
て
く
る
。

民
蔵
は
回
く
決
意
す
る
。
／
そ
の
還
れ
ぬ
爆
破
行
に
単
身

出
掛
け
る
べ
く
・
・
・
・
・
・
〔
中
略
〕

l
ベ
ー
リ
ン
グ
海
の
波

の
彼
方
に
偉
大
な
る
北
極
島
〔

i
カ
ル
ボ
ナ
！
ド
島
〕
が
、

サ
ン
／
＼
と
黄
金
色
に
輝
き
聾
え
て
ゐ
る
日
そ
の
黄
金
の

一
角
か
ら
真
っ
黒
な
煙
が
立
上
り
、
溶
岩
が
吹
き
出
す
の

は
も
う
直
ぐ
だ
れ
／
／
町
民
蔵
君
パ
ン
、
ザ

i
イ

nb
『
畏
蔵
さ

ん
パ
ン
、
ザ

i
イ
日
』

A
M）

戦
中
期
、
東
童
は
児
童
文
化
に
お
け
る
評
価
軸
の
変
容
に

対
し
、
弾
力
的
に
「
グ
ス
コ
ー
プ
ド
リ
の
伝
記
」
の
物
語
に

改
変
を
加
え
な
が
ら
、
賢
治
童
話
の
価
値
を
表
象
し
た
。
そ

し
て
そ
う
し
た
価
値
は
、
単
行
本
『
グ
ス
コ
ー
プ
ド
リ
の
伝

記
』
に
よ
っ
て
も
再
生
産
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
よ
う
な
動
き

も
、
戦
前
の
場
合
と
同
様
に
、
同
時
代
的
な
審
級
か
ら
の
掠

絶
の
可
能
性
を
回
避
す
る
た
め
の
動
き
と
し
て
理
解
す
る
こ

と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

確
か
に
、
一
九
一
一
一

0
年
代
の
終
わ
り
に
は
児
童
文
学
者
、

教
育
者
の
あ
い
だ
で
賢
治
章
話
が
着
関
さ
れ
て
い
た
こ
と
は

間
違
い
な
い
。
し
か
し
彼
ら
の
眼
差
し
に
映
じ
た
、
子
ど
も

の
啓
蒙
に
資
す
る
〈
宮
沢
賢
治
〉
の
様
態
は
、
表
面
的
に
は

一
貫
し
て
い
た
が
、
そ
の
水
面
下
で
は
盟
体
イ
デ
オ
ロ
ギ

i

へ
と
接
近
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
戦
後
の
国

定
国
語
教
科
書
に
賢
治
テ
ク
ス
ト
が
採
用
さ
れ
る
こ
と
を
可

能
に
し
た
環
境
は
、
戦
時
体
制
下
で
生
じ
た
価
僚
と
不
可
分

の
状
態
に
あ
っ
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
意
味
で

は
、
戦
中
・
戦
後
を
横
断
し
た
〈
宮
沢
賢
治
〉
の
価
値
を
め

ぐ
る
言
説
編
成
に
は
、
価
値
の
内
実
を
棚
上
げ
に
し
、
そ
の

フ
オ
ル
ム
を
強
調
す
る
力
学
が
働
く
こ
と
に
よ
っ
て
連
続
性

が
生
じ
た
側
面
、
が
あ
る
こ
と
が
｝
、
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
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註

（

1
）
 

「
｛
呂
湾
緊
治
研
究
史
1

受
容
と
評
価
の
変
遷
印
j
」

『｛呂、調停



賢
治
研
究
資
料
集
成
』
別
巻

I
所
収
、

一
九
九

0
・
六
）

（
2
）
「
文
芸
箇
に
お
け
る
「
賢
治
像
」
の
誕
生
」
（
士
宮
沢
賢
治
《
遷

移
》
の
詩
学
』
所
収
、
蒼
丘
書
林
、
二

O
O
八
・
六
）

（
3
）
山
下
宏
「
賢
治
文
学
へ
の
一
観
点
」
（
恩
田
逸
失
綴
『
日
本
の

児
童
文
学
』
所
収
、
教
育
出
版
セ
ン
タ
ー
、
一
九
七
五
・
二
一
）

（
4
）
「
沼
田
佐
口
問
え
風
の
又
三
郎
｜
文
部
省
の
戦
略
と
映
画
教
育
」

（
内
宮
沢
賢
治
を
創
っ
た
男
た
ち
』
一
所
収
、
青
弓
社
、
一
一

O
O
一一一・

一一一）

（
5
）
「
教
育
面
に
お
け
る
「
賢
治
像
」
の
形
成
」
（
宮
沢
賢
治
没
後

七
十
年
「
修
羅
は
よ
み
が
え
っ
た
」
刊
行
編
集
委
員
会
編
司
修

羅
は
よ
み
が
え
っ
た
』
所
収
、
宮
沢
賢
治
記
念
会
、
ニ

O
O
七
・

九）

日
本
図
書
セ
ン
タ
！

（
6
）
「
転
換
期
の
文
学
」
（
『
新
児
童
文
学
理
論
』
所
収
、
八
九
頁
）

（
7
）
「
今
後
の
児
意
文
学
」
（
『
新
児
童
文
学
理
論
』
所
収
）

（
8
）
「
賢
治
童
話
受
容
史
序
説
」
（
司
宮
沢
賢
治
少
年
小
説
』
所
収
、

洋
々
社
、
一
九
八
八
・
六
）

（
9
）
「
孤
高
の
蜜
話
文
学
と
大
衆
児
童
文
学
」
（
『
日
本
の
児
議
文

学
』
所
収
、
大
月
書
店
、
増
檎
改
訂
版
、
一
九
六
六
・
五
）
。
引

用
は
『
管
忠
道
著
作
集
』
第
一
巻
（
あ
ゆ
み
出
版
、
一
九
八
一
二
・

二
一
）
に
拠
っ
た
。

〈
叩
）
「
点
的
理
解
を
求
め
て

i
賢
治
童
話
と
子
ど
も
」
（
「
賢
治
研

究
」
第
五
十
号
、
一
九
八
九
・
九
）

（
日
）
「
綴
方
教
師
の
誕
生
」
（
判
中
内
敏
夫
著
作
集

V

綴
方
教
師
の

誕
生
』
所
収
、
藤
原
審
店
、
ニ

O
O
九
・
一
一
）

（
は
）
「
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
児
意
文
学
の
理
論
と
実
際
」
（
司
プ
ロ
レ
タ

リ
ア
児
蛍
文
学
の
諸
問
題
』
所
収
）
。
な
お
、
一
プ
ロ
レ
タ
リ
ア

児
童
文
学
の
諮
問
題
』
は
発
行
禁
止
処
分
を
う
け
た
。

（
日
）
「
「
児
童
文
化
」
概
念
の
形
成
過
程
に
つ
い
て

i
根
本
楠
郎
を

中
心
に

i
」
（
「
明
星
大
学
教
世
間
学
研
究
紀
西
武
」
第
ニ
号
、
一
九

八
六
・
三
）

（
H
）
「
綴
本
格
郎
編
『
現
代
蜜
話
集
』
の
成
立
と
愛
治
童
話

i
「な

め
と
こ
山
の
熊
い
収
録
を
め
ぐ
っ
て
」
（
「
毘
際
児
童
文
学
館
紀

要
」
第
十
二
号
、
一
九
九
七
・
一
ニ
）

〈
日
）
「
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
児
童
文
学
か
ら
生
活
童
話
へ
」
（
『
日
本
近

代
児
童
文
学
史
研
究

w
i昭
和
前
期
の
児
意
文
学

i
』
一
枚
収
、

兵
庫
教
育
大
学
向
川
研
究
室
、
一
一

0
0
0
・一二）

（
同
）
「
意
話
の
技
術
」
（
『
少
国
民
文
学
論
』
所
収
、
二
一
一
一
一

l
一

三
一
一
一
真
）

（
げ
）
「
一
九
三

0
年
代
の
児
童
劇
団
」
（
『
日
本
児
童
演
劇
史
』
所

収
、
東
京
書
籍
、
一
九
七
六
・
八
）
。
ま
た
一
戸
田
宗
宏
も
、
東
童

が
発
行
し
た
「
月
刊
「
児
蜜
劇
場
」
（
一
二
六
・
八
｜
一
一
一
七
・
七
）

は
、
児
童
演
劇
運
動
の
み
な
ら
ず
進
歩
的
児
童
文
学
・
文
化
運

動
の
砦
で
あ
っ
た
」
と
指
摘
す
る
（
「
劇
凶
東
童
」
、
大
阪
国
際

児
童
文
学
館
編
司
日
本
児
童
文
学
大
事
典
』
第
二
巻
所
収
、
大

日
本
図
書
、
一
九
九
一
二
・
一

O
）。
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（
問
）
米
村
み
ゆ
き
「
感
偶
発
・
偉
人
の
プ
ロ
デ
ュ
！
ス
」
（
『
宮
沢

賢
治
を
創
っ
た
男
た
ち
』
所
収
）

（
印
）
「
賢
治
と
東
童
」
（
「
四
次
元
」
第
四
巻
第
四
号
、
一
九
五
二
・

臨
）

（
却
）
「
狭
一
似
演
劇
界
」
（
「
日
本
学
芸
新
聞
」
第
六
十
三
号
、
一
九

三
九
・
二
・
一
）

（
引
い
）
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
コ
ハ
ハ
ン
」
を
打
ち
消
す
児
童

劇
の
模
索

l
昭
和
戦
前
期
に
お
け
る
劇
団
東
童
の
活
動
を
中
心

に

i
」
（
「
教
育
デ
ザ
イ
ン
研
究
」
第
四
号
、
二

O
二
一
了
一
三

で
検
討
を
加
え
て
い
る
。

（
幻
）
「
児
童
演
劇
の
テ
！
？
に
つ
い
て
い
（
「
児
意
劇
」
第
二
十
三

号
、
一
九
一
一
一
八
・
二
）

（
お
）
「
劇
団
交
童
訪
問
記
」
（
「
生
活
学
校
」
第
三
巻
第
一
号
、

九
三
七
・
一
）

（
M
）
「
飢
餓
陣
営
」
の
引
用
は
、
戸
新
｝
校
本
宮
沢
賢
治
全
集
』

第
十
二
巻
（
筑
摩
書
房
、
一
九
九
五
・
一
一
）
に
拠
っ
た
。

（
お
）
「
バ
ナ
ナ
ン
将
軍
」
（
「
児
童
演
劇
」
第
ニ
巻
第
三
号
、
三
五

真
、
一
九
三
七
・
七
）

（
お
）
東
童
が
上
演
し
た
「
風
の
又
三
郎
」
の
脚
本
は
、
「
テ
ア
ト
ロ
」

第
六
巻
第
七
号
（
一
九
一
一
一
九
・
八
）
を
参
照
。

（
幻
）
「
児
議
劇
と
理
想
主
義
」
（
「
月
刊
児
童
劇
」
第
二
十
六
号
、

一
九
一
一
一
八
・
五
）

（
初
）

M
・
O
生
「
新
劇
を
観
る

東
童
・
新
協
・
文
学
座
」
（
「
日
本

学
芸
新
開
」
第
六
十
四
号
、

（却）

K
生
「
東
童
評
ま
づ
成
功

新
聞
」
夕
刊
、
一
九
三
九
・
一

（
叩
）
「
こ
の
本
を
読
ま
れ
る
方
々
に
」
（
司
風
の
又
三
郎
』
所
収
、

二
四

O
l二
四
一
一
気
）

（
れ
）
「
児
童
文
学
」
（
『
児
童
文
化
』
上
巻
所
収
、
西
村
書
店
、

九
郎
一
・
二
五
）

一
九
三
九
・
一
二
）

「
嵐
の
又
三
郎
」
」
（
「
東
京
朝
日

．
間
）

（
臼
）
「
宮
沢
賢
治
を
め
ぐ
る
人
々
」
（
日
本
近
代
文
学
会
東
北
支
部

編
『
東
北
近
代
文
学
事
政
（
』
所
収
、
勉
誠
出
版
、
一
一

O
二
ニ
・

六）

（
臼
）
「
吋
嵐
の
又
一
ニ
郎
」
と
千
葉
省
三
の
「
虎
ち
ゃ
ん
の
日
記
こ
（
『
宮

沢
賢
治
ー
そ
の
独
自
性
と
同
時
代
性

l
』
所
収
、
品
開
林
世
官
房
、

一
九
九
五
・
八
）

（
M
）
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
之
宮
沢
賢
治
〉
の
始
ま
り
｜
初

期
受
容
の
転
換
点
を
め
ぐ
っ
て

l
」
（
「
日
本
文
学
」
第
六
十
二

巻
第
十
二
号
、
ニ

O
二
ニ
・
一
一
一
）
で
検
討
を
加
え
て
い
る
。

（
臼
）
「
児
童
読
物
の
統
制
」
（
『
児
童
文
化
と
は
何
で
あ
っ
た
か
』

所
収
、
つ
な
ん
出
版
、
二

O
O
四
・
七
）

（
祁
）
「
も
の
が
た
り
『
北
彼
自
開
爆
破
』
」
（
「
東
議
」
第
六
十
二
回
公

演
号
、
一
一
頁
）

内
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付
記

・
引
用
に
際
し
て
は
、
原
文
の
ル
ピ
等
は
省
略
し
、
適
宜
新
字
体
に

改
め
て
い
る
。
引
用
文
中
の
〔
〕
内
の
文
字
は
論
者
に
よ
る
注
記
、

／
は
改
行
を
表
し
て
い
る
。

－
東
童
に
よ
る
賢
治
意
話
の
劇
化
ぶ
演
目
録
は
、
西
由
嗣
悌
四
郎
「
賢

治
と
東
童
」
（
「
四
次
元
」
第
開
問
巻
第
四
号
、
一
九
五
二
・
四
）
で
も

ま
と
め
ら
れ
て
い
る
が
、
明
東
京
童
話
劇
協
会
資
料
』
群
に
収
め
ら
れ

た
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
と
の
食
い
違
い
が
認
め
ら
れ
る
た
め
、
本
稿
で
は

後
者
を
用
い
て
｛
表
一
｝
を
作
成
し
た
。

－
執
筆
に
あ
た
っ
て
、
大
阪
府
立
中
央
図
審
館
国
際
児
童
文
学
館
が

所
蔵
す
る
、
島
民
重
な
資
料
を
関
覧
さ
せ
て
い
た
だ
け
た
。
向
館
職
員

の
方
々
に
、
記
し
て
感
謝
申
し
上
げ
た
い
。

－
本
稿
は
、
日
本
学
術
振
興
会
科
学
研
究
費
助
成
事
業
（
特
別
研
究

員
奨
励
焚
）
に
よ
る
研
究
成
田
京
の
一
部
を
今
日
む
も
の
で
あ
る
。

円
ノ
白

々
t


