
上
野
直
蔵
著

『
人
生
の
詩
』

十
数
年
も
ま
え
の
こ
と
だ
が
、
上
野
先
生
の

『
人
生
友
情
学
問
』
(
教
文
館
)
と
い
う
ご
本

を
、
興
味
ふ
か
く
拝
読
し
た
こ
と
が
あ
る
。
同
志

社
大
学
長
と
し
て
、
卒
業
式
な
ど
で
語
ら
れ
た
祝

辞
の
よ
う
な
も
の
が
中
心
で
あ
っ
九
と
記
憶
し
て

い
る
。

祝
辞
の
よ
う
な
も
の
、
と
い
う
の
は
失
礼
な
言

い
方
か
も
し
れ
な
い
の
だ
が
、
そ
ん
な
言
い
方
し

か
で
き
な
い
の
は
、
祝
辞
で
あ
ろ
う
と
は
思
う

が
、
内
容
は
い
っ
こ
う
に
そ
れ
ら
し
く
な
い
か
ら

だ
。
古
今
東
西
の
文
学
や
文
人
を
ひ
き
あ
い
に
出

さ
れ
て
語
ら
れ
る
そ
れ
は
、
文
学
談
に
接
す
る
感

が
、
む
し
ろ
つ
よ
い
も
の
で
あ
っ
た
。

「
卒
業
式
と
い
う
と
、
わ
た
く
し
は
校
長
先
生

の
長
い
長
い
器
を
思
い
出
す
。
だ
い
た
い
内
容

は
型
が
き
ま
っ
て
い
て
、
(
中
略
)
長
い
年
月
毎

年
三
月
K
な
る
と
、
こ
ん
な
き
ま
り
コ
ト
バ
を
き

か
さ
れ
も
し
、
ま
九
、
言
い
も
し
て
き
た
。
L

こ
の
た
び
上
梓
さ
れ
た
『
人
生
の
詩
』
に
収
め

ら
れ
て
い
る
文
章
の
一
節
で
あ
る
。
二
言
い
も
し

て
き
た
」
と
書
か
れ
て
い
る
の
は
、
謙
遜
か
恥
じ

ら
い
で
あ
ろ
う
。
先
生
は
型
に
は
ま
る
ま
い
と
さ

「
き
ま
り
コ
ト
バ
」
を
拒
絶
し
て
こ
ら
れ
九

れ
、

の
だ巻

頭
の
「
親
不
孝
」
が
、
そ
の
こ
と
を
雄
弁
に

語
っ
て
い
る
。
伊
藤
整
の
『
若
い
詩
人
の
肖
像
』

も
そ
う
だ
が
、
世
間
態
の
よ
い
い
わ
ゆ
る
親
孝
行

を
型
ど
お
り
果
た
す
途
で
は
な
く
、
学
問
が
し
た

い
ぱ
か
り
に
、
父
親
か
ら
「
利
己
主
義
者
L
 
と
叱

り
つ
け
ら
れ
る
よ
う
な
生
き
方
を
選
び
と
ら
れ
九

上
野
先
生
は
、
そ
の
選
択
に
お
い
て
す
で
に
、
型

に
は
ま
る
こ
と
を
い
さ
ぎ
よ
し
と
さ
れ
な
か
っ
た

の
で
あ
る
。

こ
の
文
章
は
、
先
生
の
『
還
暦
記
念
論
文
集
』

か
ら
転
載
さ
れ
た
も
の
だ
。
「
千
し
ニ
シ
ン
の
よ

う
に
小
さ
く
枯
れ
細
っ
た
母
親
を
見
る
の
が
恐
ろ

山
口
書
店
 
B
6
版
一
七
0
頁

し
し
く
て
、
「
で
き
る
だ
け
母
親
に
は
会
わ
な
い

よ
う
に
し
て
い
た
」
と
、
老
い
た
母
に
対
す
る
子

の
情
を
有
り
体
に
語
わ
れ
た
文
章
を
、
そ
う
し
九

論
文
集
に
掲
げ
ら
れ
た
こ
と
も
ま
た
、
「
き
ま
り

コ
ト
バ
」
を
語
る
こ
と
の
拒
絶
で
あ
ろ
う
。

こ
の
ど
本
に
は
、
幾
篇
か
弔
辞
が
収
め
ら
れ
て

い
る
が
、
そ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
型
ど
お
り
の
も
の

で
は
な
い
。
故
人
の
風
貌
と
著
者
の
お
も
い
が
こ

ま
や
か
に
記
さ
れ
て
い
て
、
ひ
と
し
お
感
動
を
そ

そ
る
。
型
よ
り
も
人
情
の
自
然
を
重
ん
じ
ら
れ
る

こ
と
が
、
お
そ
ら
く
そ
の
大
き
な
要
因
で
あ
る
0

飾
ら
ず
気
取
ら
ず
、
折
お
り
の
お
も
い
に
即
し

て
書
か
れ
た
達
意
の
文
章
か
ら
な
る
『
人
生
の

詩
』
は
、
厳
め
し
い
同
志
社
総
長
が
秘
め
て
お
ら

れ
る
人
間
味
を
、
い
き
い
き
と
伝
え
る
好
著
で
あ

る
。

上
野
直
蔵
著

『
同
志
社
百
年
1
そ
の
前
後
』

山
口
書
店
 
B
6
判
二
0
0
頁

私
が
上
野
先
生
の
著
書
の
紹
介
な
ど
思
い
も
よ

ら
な
い
こ
と
で
あ
る
。
が
「
黒
社
百
年
1
そ
の

前
後
」
が
出
版
さ
れ
た
の
が
去
る
三
月
十
日
、
購

河
野
仁
昭
(
社
史
史
料
編
集
所
事
務
主
任
)
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読
し
た
の
が
十
五
日
、
最
も
早
く
読
ま
せ
て
頂
い

た
者
の
一
人
で
は
あ
る
。
私
は
中
学
も
大
学
も
同

志
社
に
学
び
同
志
社
香
里
中
高
に
二
十
年
、
定
年

に
至
る
ま
で
働
か
し
て
頂
い
た
者
で
あ
る
か
ら
創

立
者
新
島
襄
先
生
の
こ
と
、
同
志
社
の
苦
難
に
満

ち
た
歴
史
、
こ
と
に
私
学
の
独
自
性
や
戦
後
の
混

L
、

そ
し
て
将
来
へ
の
展
望
な
ど
、
及
ぱ
ず
な
が

舌ら
関
心
を
持
た
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
中
学

生
の
頃
、
総
長
は
海
老
名
弾
正
、
戦
後
神
学
部
の

門
を
叩
い
た
時
は
湯
浅
八
郎
、
同
志
社
香
里
に
就

職
し
た
時
は
大
塚
節
治
、
在
職
中
は
住
谷
悦
治
、

退
職
の
時
は
上
野
画
蔵
、
何
れ
も
同
志
社
教
育
を

'
さ
わ

代
表
す
る
に
相
応
し
い
先
生
方
で
あ
り
学
問
的
に

も
教
育
的
に
も
す
ぐ
れ
た
業
績
を
残
さ
れ
た
方
々

ぱ
か
り
で
あ
る
。
只
残
念
な
こ
と
は
、
創
立
者
の

立
学
の
精
神
を
正
当
に
承
継
し
て
来
ら
れ
た
筈
の

歴
代
の
総
長
方
の
公
的
な
立
場
で
の
教
学
上
の
意

志
表
明
や
そ
の
周
辺
を
物
語
る
よ
う
な
文
献
が

弐
々
の
手
に
入
り
易
い
形
で
は
殆
ど
残
さ
れ
て
い

な
い
。
『
同
志
社
百
年
1
そ
の
前
後
』
は
、
そ
の

点
で
我
々
の
期
待
に
答
え
る
内
容
を
持
つ
も
の
で

あ
る
。
最
初
の
四
分
の
一
は
、
創
立
百
年
記
念
式

典
か
ら
百
五
年
式
典
ま
で
連
続
五
力
年
の
式
辞
が

年
ご
と
に
異
な
っ
た
角
度
か
ら
問
題
を
と
ら
え
豊

富
な
資
料
と
話
題
を
縦
横
に
駆
使
し
て
同
志
社
と

そ
の
教
育
理
念
を
説
き
去
り
説
き
来
っ
て
読
む
者

う

を
し
て
俗
ま
せ
な
い
。
次
の
四
分
の
一
は
大
学
入

学
式
で
の
式
辞
を
は
じ
め
「
同
志
社
時
報
L
 
等
に

発
表
さ
れ
た
数
篇
の
随
想
等
が
集
め
ら
れ
先
生
の

長
い
人
生
遍
歴
と
学
究
生
活
の
間
か
ら
港
み
出
た

人
間
性
に
対
す
る
深
い
洞
察
が
若
い
学
徒
達
へ
の

愛
情
に
満
ち
た
辞
に
よ
っ
て
語
ら
れ
て
い
る
。
こ

の
書
の
二
分
の
一
を
占
め
る
後
半
は
第
一
に
最
近

の
講
演
「
二
十
一
世
紀
の
同
志
社
を
語
る
し
で
、

短
い
が
警
世
の
文
字
。
続
く
『
学
問
1
 
「
実
学
」

と
「
虚
学
」
』
「
非
合
理
と
不
合
理
」
「
教
育
の
国

際
化
」
は
最
も
本
格
的
な
先
生
の
学
問
論
で
あ

り
、
人
生
論
且
つ
人
閻
学
の
展
開
で
あ
ろ
う
。
新

島
襄
が
茲
に
そ
の
教
学
の
基
礎
を
お
い
た
キ
リ
ス

ト
教
を
、
何
の
こ
だ
わ
り
も
衡
い
も
な
く
謙
虚
に

人
格
化
さ
れ
た
こ
と
に
感
銘
す
る
。
最
後
の
「
新

し
き
大
学
像
」
は
思
い
切
っ
た
犬
学
改
革
案
の
具

体
的
提
示
で
あ
る
。
広
い
視
野
と
先
見
的
洞
察
と

教
育
愛
か
ら
生
ま
れ
た
独
創
的
な
構
想
で
あ
る
。

し
か
し
先
生
の
最
も
語
り
た
か
っ
た
こ
と
は
「
結

び
と
し
て
し
の
一
文
で
あ
ろ
う
。
兎
も
あ
れ
同
志

社
創
立
百
年
悪
の
日
を
総
長
の
重
責
と
共
に
迎

え
ら
れ
た
ヒ
野
直
蔵
先
生
が
、
か
の
「
見
え
ざ
る

御
手
に
」
導
か
れ
て
、
そ
の
職
責
を
全
う
せ
ら
れ

る
こ
と
を
祈
っ
て
や
ま
な
い
。

大
橋
政
(
同
志
社
校
友
会
専
務
理
事
)

小
野
修
著

『
市
民
社
会
の
平
和
と
安
全
』

誕
0
部
'
"
ニ
ー

平
和
と
安
全
保
陣
に
関
す
る
論
議
と
い
え
ぱ
、

人
は
往
々
に
し
て
、
あ
る
特
定
の
政
治
的
立
場
に

立
っ
九
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
窕
言
や
プ
ロ
。
ハ
ガ
ン
ダ

を
想
像
し
が
ち
で
あ
る
が
、
本
書
は
そ
う
い
っ
た

種
類
の
本
と
は
全
く
異
質
な
著
者
の
専
攻
す
る
イい

ギ
リ
ス
政
治
思
想
の
学
殖
に
支
え
ら
れ
た
ユ
ニ

、
、

ク
な
*
世
の
書
で
あ
る
。
全
九
篇
と
英
文
の
付
録

一
篤
か
ら
成
る
。

ラ
ッ
セ
ル
の
平
和
論
を
扱
っ
た
章
を
は
じ
め
、

随
所
に
政
治
や
国
家
、
人
閻
の
自
由
に
関
す
る
先

哲
の
思
想
の
解
釈
が
ち
り
ぱ
め
ら
れ
て
お
り
、
そ

の
意
味
で
は
本
書
は
優
に
一
冊
の
思
想
史
の
労
作

と
し
て
の
性
格
を
も
あ
わ
せ
も
つ
。

著
者
の
現
代
日
本
の
防
衛
問
題
に
対
す
る
提
言

は
こ
う
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
現
状
の
「
軽
軍

備
」
 
1
と
い
っ
て
も
著
者
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、

自
衛
隊
は
今
や
世
界
弟
八
位
の
軍
事
力
に
成
長
し

山
"
山.

.
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て
い
る
が
ー
を
維
持
し
な
が
ら
、
日
米
安
保
条
約

を
廃
棄
し
た
非
同
盟
の
日
本
を
実
現
す
る
こ
と
に

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

、

よ
っ
て
、
国
是
と
し
て
の
憲
法
第
九
条
を
あ
く
ま

で
も
一
寸
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
説
く
。
い
わ
ゆ

る
武
装
中
立
論
の
す
す
め
で
あ
る
。
こ
の
「
軽
軍

備
」
・
非
同
盟
の
選
択
は
、
ま
九
、
日
本
が
核
の

攻
撃
を
う
け
ず
に
生
き
延
び
る
九
め
の
も
っ
と
も

現
実
的
な
方
策
で
あ
り
、
ソ
連
の
対
日
「
脅
威
」

感
の
解
消
に
も
役
立
つ
策
で
あ
る
こ
と
が
強
調
さ

れ
て
い
る
。
し
か
も
実
は
、
次
の
論
点
が
著
者
の

ユ
ニ
ー
ク
な
指
摘
な
ω
で
あ
る
が
、
中
立
の
外
交

政
策
を
採
る
こ
と
に
ょ
っ
て
、
「
自
民
党
政
府
の

軍
隊
」
と
化
し
て
い
る
現
在
の
自
衛
隊
を
真
の
国

民
の
軍
隊
に
変
え
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ

と
、
つ
ま
り
、
「
民
衆
の
衆
望
を
担
っ
て
民
衆
が

尊
敬
の
念
を
抱
き
う
る
軍
隊
L
 
を
創
出
す
る
た
め

に
、
祖
国
を
自
ら
の
手
で
{
寸
り
ぬ
く
と
い
う
気
慨

に
満
ち
九
青
少
年
を
育
成
す
る
必
要
が
力
説
さ
れ

て
い
る
。
ま
さ
に
文
武
両
道
を
目
指
し
九
平
和
論

と
い
う
べ
き
か
。
冒
頭
に
ユ
ニ
ー
ク
な
書
と
い
う

形
容
を
付
し
九
の
も
実
は
こ
の
点
に
係
り
を
も

つ
。
す
べ
か
ら
く
青
年
は
武
器
の
扱
い
を
覚
え
、

武
道
の
心
得
を
も
ち
、
ふ
し
だ
ら
で
怠
惰
な
生
活

態
度
を
す
て
て
勤
勉
で
規
律
正
し
く
勇
猛
心
を
も

Ξ
1
 
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー

つ
べ
し
と
す
る
そ
の
青
年
論
は
、
か
つ
て
、
江
田

島
の
海
軍
兵
学
校
に
あ
こ
が
れ
た
少
年
期
の
著
者

、
、

の
熱
誠
の
あ
る
デ
フ
ォ
ル
メ
と
い
え
な
く
も
な
い

(
若
き
愛
国
の
勇
士
た
ち
に
捧
げ
ら
れ
た
美
し
い

一
篇
の
鎮
魂
詩
た
る
英
文
「
江
田
島
」
を
参
照
さ

れ
た
い
)
。
私
は
、
本
書
が
提
起
す
る
最
も
重
要

な
問
題
の
一
つ
が
防
衛
と
教
育
の
論
議
に
あ
る
と

考
え
る
が
、
よ
り
詳
細
な
論
旨
の
発
表
を
是
非
、

著
者
に
期
待
し
た
い
。

さ
て
、
著
者
の
「
軽
軍
備
L
・
非
同
盟
の
国
防

思
想
を
支
え
る
国
際
黒
の
構
造
は
何
で
あ
ろ
う

か
。
著
者
日
く
。
現
在
の
米
ソ
を
中
心
と
し
九
勢

力
均
衡
策
に
も
と
づ
い
九
集
団
安
全
保
陣
体
制

は
、
核
兵
器
に
ょ
る
恐
怖
の
均
衡
と
な
っ
て
世
界

を
慢
性
的
な
危
機
の
状
態
に
追
い
込
ん
で
い
る
。

そ
れ
ゆ
え
、
人
類
は
、
今
こ
そ
偏
狭
な
ナ
シ
,
ナ

リ
ズ
ム
を
脱
脚
し
理
性
的
な
国
際
協
力
の
確
立
に

向
か
う
べ
き
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
は
、
国
連
を

中
心
と
し
九
積
極
的
な
平
和
外
交
の
展
開
に
ょ
っ

て
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
違
い
を
超
え
て
人
権
が
擁

護
さ
れ
る
自
由
で
平
和
な
社
会
を
作
る
必
要
が
あ

る
と
。
キ
ナ
臭
い
国
防
論
議
が
盛
ん
な
昨
今
、
そ

れ
は
、
ク
ー
ル
稲
熱
に
支
え
ら
れ
九
好
個
の

「
平
和
の
政
治
学
L
 
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

別
所
秀
子
著
句
集

続
々
々
『
や
わ
ら
ぎ
』

(
自
家
版
限
定
二
0
0
部
)

本
句
集
は
世
の
俳
人
が
己
が
作
品
を
江
湖
に
そ

の
評
価
を
問
う
と
い
う
類
の
も
の
で
は
な
い
。
著

者
が
そ
の
時
、
折
々
に
自
然
の
懐
に
遊
ぱ
れ
九
吐

息
、
い
う
な
れ
ぱ
肩
、
肱
張
ら
ず
、
造
化
の
美
し

さ
を
平
朋
に
詠
い
あ
げ
九
、
い
わ
ぱ
心
の
日
記
と

い
っ
九
作
品
が
大
半
す
る
も
の
で
あ
る
。

所
で
本
集
は
第
四
番
目
の
も
の
で
あ
っ
て
、
第

一
集
は
昭
和
四
十
九
年
に
三
十
一
年
問
勤
務
さ
れ

九
母
校
を
停
年
退
職
さ
れ
、
名
誉
教
授
と
な
ら
れ

、
、
、

且
つ
句
作
五
年
目
に
あ
九
る
の
を
け
じ
め
と
さ
れ

九
も
の
で
あ
り
、
第
二
集
は
同
五
十
一
年
が
神
に

召
さ
れ
九
ど
主
人
の
十
周
年
に
あ
九
っ
九
も
の
で

あ
り
、
第
三
集
の
同
五
十
三
年
は
句
作
十
年
目
を

区
釖
り
と
し
、
今
回
の
第
四
集
は
「
神
様
の
見
え

ざ
る
お
導
き
し
に
ょ
り
同
五
十
五
年
十
一
月
に
目

出
度
く
喜
寿
を
迎
え
ら
れ
九
の
を
黒
さ
れ
た
も

の
な
の
で
あ
る
。

翻
っ
て
句
集
名
は
総
て
「
や
わ
ら
ぎ
」
と
な
っ

て
お
る
が
、
そ
れ
は
そ
の
昔
同
志
社
女
学
校
に
入

西
田
毅
(
大
学
法
罵
教
授
)

ー
ー
ー
ー
ー
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学
さ
れ
て
以
来
の
信
仰
の
道
の
中
に
「
神
様
は
私

共
に
な
く
て
は
な
ら
ぬ
も
の
を
必
ず
与
え
て
下
さ

る
」
と
い
う
確
偏
に
伴
い
、
俳
句
に
見
ら
れ
る

「
や
わ
ら
ぎ
ご
と
き
境
地
が
私
に
は
必
要
で
は

な
か
ろ
う
か
と
の
謙
遜
的
愉
覚
に
由
来
さ
れ
た
も

の
で
あ
っ
て
、
科
学
者
と
し
て
人
生
の
大
半
を
教

壇
に
過
さ
れ
た
筈
者
の
人
と
な
り
の
中
に
、
神
の

啓
示
と
は
い
い
乍
ら
、
心
の
幅
を
そ
こ
に
見
出
す

の
で
あ
る
。

集
中
よ
り
作
品
を
適
宜
取
り
ヒ
げ
て
み
ょ
う
。

行
く
春
や
ふ
と
振
り
か
え
る
己
が
影

讃
美
歌
に
心
た
ら
い
ぬ
春
の
罫

屑
掛
や
山
阪
こ
ゆ
る
一
人
の
身

著
者
の
日
頃
の
生
活
、
心
境
が
表
出
さ
れ
て
い

る
0

御
所
道
の
削
の
し
じ
ま
や
秋
の
川

清
滝
の
木
空
の
深
し
初
嵐

京
都
人
な
ら
で
は
の
適
仞
に
し
て
深
き
洞
定
小
。

初
肺
や
夜
空
に
富
士
の
光
放
つ

暖
か
や
松
に
か
か
り
し
日
の
重
し

タ
立
や
一
望
墨
讐
く

倒
然
の
客
観
写
生
は
俳
句
文
芸
の
本
筋
で
あ
る

゛
、
、

が
、
こ
こ
に
は
堂
々
と
、
ゆ
る
ぎ
な
き
抽
握
が
行

は
れ
て
い
る
。
と
思
え
ぱ

引
曾
大
い
な
る
馴
し
る
し
つ
つ

と
、
停
年
退
職
さ
れ
る
越
智
元
学
長
の
栄
誉
を

た
た
え
つ
つ
、
惜
別
の
惰
を
述
ぺ
て
適
仞
と
思
は

れ
る
し
、
そ
の
他
折
に
ふ
れ
教
え
子
に
り
ぇ
九
る

句
、
旅
小
吟
の
数
々
と
、
幅
ひ
ろ
く
詠
は
れ
て
い

る
が
、
冒
頭
に
述
べ
た
如
く
、
著
者
の
日
頃
の
心

に
糊
い
た
日
記
の
一
連
で
も
あ
ろ
う
。
そ
れ
だ
け

に
学
園
に
か
か
わ
る
人
々
に
は
親
近
祭
あ
る
こ

と
と
思
は
れ
る
。

佐
藤
一

九
八

(
い
く
よ
会
主
宰
)

湯
浅
八
郎
著

『
若
者
に
幻
を
』

C
の
紹
介
の
拙
文
も
今
や
謹
ん
で
在
天
の
先
生

の
霊
に
思
い
を
は
せ
た
も
の
と
な
っ
九
。

本
齊
は
、
苫
者
が
自
分
の
「
人
生
〆
モ
」
(
四

0
.
二
頁
)
と
み
て
い
る
よ
う
に
、
戦
前
か
ら
お
も

に
戦
後
に
か
け
て
発
表
、
末
発
表
の
も
の
も
合
わ

せ
て
七
十
.
二
篇
を
七
章
に
分
け
て
集
録
し
て
い

る

ま
ず
、
△
,
日
、
も
っ
と
も
身
近
で
深
刻
な
平
和

国
象
の
在
り
方
に
つ
い
て
、
著
者
に
ょ
れ
ぱ
「
現

行
の
日
本
(
国
)
憲
法
は
、
こ
の
非
武
装
の
原
理

に
即
す
る
が
ゆ
え
に
、
世
界
に
冠
絶
す
る
L
 
(
一

八
七
頁
、
カ
ッ
コ
内
筆
者
)
と
明
確
に
打
ち
出
し

て
い
る
こ
と
に
注
目
し
九
い
。
一
般
に
、
湯
浅
を

評
す
る
人
々
の
う
ち
で
よ
く
聞
か
れ
る
こ
と
は
、

湯
浅
は
創
造
神
を
仰
ぐ
仁
仰
を
純
粋
に
現
代
の
高

度
化
さ
れ
九
科
学
技
術
や
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
中
に

採
用
す
る
の
で
、
今
の
非
人
間
化
の
状
況
を
徹
底

し
て
科
学
的
に
究
朋
で
き
な
い
、
し
た
が
っ
て
国

家
権
力
の
策
術
や
構
造
に
批
判
や
闘
条
も
し
な
い

方
の
自
由
人
だ
と
み
ら
れ
九
。

本
書
に
よ
り
人
は
こ
の
点
は
、
か
な
り
に
修
正

さ
せ
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

著
者
は
原
子
力
革
命
と
い
う
歴
史
的
必
然
を
素

直
に
受
け
と
ろ
う
と
す
る
。
そ
こ
に
は
当
然
、
不

箸
者
、
湯
浅
八
郎
先
生
は
、
昭
和
十
年
代
お
よ

び
二
十
年
代
の
同
志
社
学
園
史
を
特
色
づ
け
る
総

長
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
一
九
三
五
年
(
昭
和
十

年
)
四
月
よ
り
一
九
三
七
年
十
二
月
ま
で
の
第
十

代
総
長
、
戦
後
の
一
九
四
七
年
四
月
よ
り
一
九
五

0
年
六
月
ま
で
の
第
十
二
代
総
長
を
務
め
ら
れ

た
。

そ
し
て
九
十
一
歳
で
永
眠
さ
れ
た
本
年
八
月
ま

で
、
そ
の
創
設
に
か
か
わ
っ
九
国
際
基
督
教
大
学

の
理
事
長
と
し
て
な
お
本
仕
を
つ
づ
け
ら
れ
た
。

B
6
判
・
国
際
基
督
教
大
学

同
窓
会
三
、
 
0
0
0
円
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安
と
期
待
は
交
差
す
る
が
、
人
類
の
未
来
は
そ
れ

に
ょ
っ
て
「
全
面
的
に
ま
た
根
本
的
に
改
革
」

(
一
 
0
0
頁
)
さ
れ
る
こ
と
を
鴛
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
と
す
る
。
こ
れ
を
見
通
す
の
が
永
遠
性

に
着
眼
で
き
る
キ
リ
ス
ト
者
で
は
な
い
か
、
と
訴

え
て
く
れ
る
。

そ
の
合
理
主
義
に
は
地
球
世
界
の
牛
成
発
達
に

「
現
代
人
の
心
得
」
を
も
っ
て
接
す
る
こ
と
。
つ

ま
り
ア
ポ
ロ
計
画
と
空
間
殖
民
問
題
、
海
中
都
市

の
ほ
か
レ
ー
ザ
ー
武
器
な
ど
の
地
球
粉
粋
の
可
能

性
も
知
れ
、
と
い
う
。
(
三
二
頁
)

著
者
に
ょ
れ
ぱ
こ
の
宇
宙
世
界
は
物
象
界
の
進

化
と
か
つ
宗
教
界
の
「
真
化
」
に
ょ
っ
て
発
達
す

る
(
一
一
四
頁
)
と
み
る
。

そ
し
て
こ
の
生
成
発
達
を
導
く
神
の
み
手
を
信

一
"
じ
る
湯
浅
の
確
信
は
、
決
し
て
書
斎
や
研
究
室
の

中
か
ら
出
た
も
の
で
な
く
、
朝
市
に
並
ぷ
民
芸
品

''

に
ど
の
民
族
に
も
共
通
し
て
美
し
い
手
製
の
生
活

用
具
の
美
と
嘉
性
や
永
遠
性
1
神
の
わ
ざ
を

一
"
認
め
る
と
こ
ろ
K
よ
う
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
湯

浅
の
国
際
主
義
と
こ
だ
わ
ら
な
い
自
由
な
合
理
主

義
が
特
筆
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
心
の
窓
を
現
実
直

視
か
ら
永
遠
の
美
に
む
け
つ
づ
け
る
「
青
年
L
 
に

送
る
湯
浅
の
友
情
あ
る
好
書
で
あ
る
。

明
治
の
若
者
の
血
を
湧
か
せ
九
文
学
雑
誌
「
明

星
」
の
名
を
知
り
、
そ
の
花
形
で
あ
っ
た
与
謝
野

晶
子
の
人
気
を
知
る
者
は
あ
っ
て
も
、
そ
の
夫
与

謝
野
鉄
幹
の
業
蹟
を
言
う
者
の
ほ
と
ん
ど
な
い
の

は
ど
ぅ
し
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
晶
子
の
令
名
あ
ま

り
に
高
く
喧
伝
せ
ら
れ
た
九
め
に
鉄
幹
は
蔭
の
人

と
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
か
も
知
れ
な
い
が
、
明
治

.
二
十
二
年
に
東
京
新
詩
社
を
興
し
、
「
自
我
の
詩
」

を
主
唱
す
る
と
と
も
翫
年
か
ら
「
明
星
」
を
刊

行
経
営
し
、
多
く
の
す
ぐ
れ
壽
人
歌
人
を
輩
出

せ
し
め
た
鉄
幹
の
功
労
と
、
そ
の
独
特
の
歌
業
を

忘
れ
去
っ
て
し
ま
っ
て
ょ
い
と
い
う
こ
と
は
あ
る

ま
い
。
本
書
の
著
者
は
同
志
社
女
子
大
学
教
授
と

し
て
一
般
教
育
に
携
る
か
た
わ
ら
、
多
年
に
わ
た

り
近
代
文
学
特
に
与
謝
野
鉄
幹
の
履
歴
に
つ
い
て

く
ま
な
く
資
料
を
渉
猟
蒐
集
し
つ
つ
、
そ
の
斈

的
活
動
を
つ
ぷ
さ
に
.
調
査
し
て
来
九
篤
学
の
上
で

あ
る
。
「
鉄
幹
与
謝
野
寛
逝
い
て
か
ら
早
く
も
四

十
五
年
の
歳
月
が
経
過
し
た
。
生
誕
か
ら
数
え
る

中
晧
著

と
、
百
七
年
に
な
る
。
明
治
、
大
正
昭
和
の
三

代
に
わ
六
る
輝
か
し
い
文
業
に
か
か
わ
ら
ず
、
寛

に
つ
い
て
触
れ
た
文
章
の
殆
ん
ど
は
片
々
九
る
も

の
に
過
ぎ
な
い
。
し
か
も
、
そ
の
数
も
多
く
は
な

そ
し
て
、
寛
の
生
き
た
時
代
の
折
々
の
評
判

)
0

しも
、
と
も
す
れ
ぱ
、
悪
声
の
方
が
声
高
で
、
俗
耳

に
入
り
や
す
い
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
し
と
薯
者
は
己

う
。
前
半
の
「
作
家
研
究
編
」
に
は
「
生
い
立
ち
」

「
少
年
時
代
(
漢
詩
と
の
め
ぐ
り
あ
い
)
L
「
少
年

期
か
ら
青
年
期
へ
(
『
鳳
雛
』
発
行
ま
で
)
」
「
歌

人
的
自
己
形
成
(
『
東
西
南
北
』
『
天
地
玄
黄
』
ま

で
)
」
「
歌
風
の
確
立
(
『
明
星
』
発
行
前
後
)
」
「
歌

風
の
展
開
」
「
大
正
か
ら
昭
和
へ
L
「
終
馬
」
と
、

そ
の
実
生
涯
を
追
求
し
、
新
資
料
を
活
用
し
て
い

て
説
得
力
が
あ
る
。
後
半
の
「
秀
歌
讐
編
」
に

は
代
表
歌
百
首
に
つ
い
て
、
一
頁
ど
と
に
一
首
ず

つ
丁
寧
綿
密
に
鑑
賞
し
て
あ
り
、
従
来
よ
く
知
ら

れ
て
い
る

野
に
生
ふ
る
草
に
も
物
を
言
は
せ
ぱ
や
涙
も

あ
ら
む
歌
も
あ
る
ら
む

曾
に
秋
か
ぜ
立
つ
や
太
刀
な
で
て
わ
れ
思

ふ
こ
と
無
き
に
し
も
あ
ら
ず

な
ど
の
ほ
か

あ
る
じ

か
た
は
ら
の
瓦
の
硯
も
の
云
ひ
ぬ
主
人
よ
す

武
邦
保
爰
子
大
学
教
授
)

『
与
謝
野
鉄
幹
』

桜
楓
社
 
B
6
版

二
七
0
頁
、
一
八
0
0
円
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こ
し
疲
れ
た
る
か
と

ぽ

が

ま

涜
あ
り
て
蝦
蟇
の
す
が
た
を
い
つ
は
ら
ず
わ

ち
ん
ち
よ
う

れ
珍
重
す
流
俗
の
歌

な
ど
、
皮
肉
自
瑚
の
味
の
あ
る
鉄
幹
ら
し
い
歌

を
鑑
貧
し
て
い
て
お
も
し
ろ
い
。
本
書
は
「
短
歌

シ
リ
ー
ズ
・
人
と
作
品
」
中
の
一
冊
と
し
て
の
紙

面
の
制
約
が
あ
り
、
近
い
将
来
に
著
者
に
よ
る

「
与
謝
野
鉄
幹
研
究
」
の
出
版
が
期
待
さ
れ
る
。

田
中
順
二
(
奈
良
大
学
教
授
)

人
文
科
学
研
究
所
編

『
共
同
研
究
・
日
本
の
家
』

日
本
の
「
い
え
し
が
古
今
東
西
の
家
族
の
な
か

で
も
特
異
な
地
位
を
占
め
る
こ
と
を
知
る
ひ
と
は

多
い
。
本
書
の
ま
え
が
き
に
も
あ
る
よ
う
に
、
「
わ

が
国
の
近
現
代
の
家
族
の
特
質
を
社
会
諸
秤
学
か

ら
解
明
」
す
る
こ
と
が
試
み
ら
れ
る
の
は
、
そ
れ

だ
け
い
ろ
い
ろ
な
科
学
の
立
場
か
ら
「
い
え
」
が

研
究
に
値
す
る
と
思
わ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

0
 
0

斗
っ
か
く
過
去
の
犬
才
が
科
学
と
い
う
そ
の
も

の
ず
ぱ
り
の
名
称
を
発
剛
し
た
日
本
で
、
学
際
的

な
ど
と
い
う
暖
味
模
糊
た
る
.
、
於
し
か
使
え
な
い

の
は
心
ぐ
る
し
い
こ
と
で
は
あ
る
が
、
と
に
か

国
書
刊
行
会
・
 
A
5
判

四
八
三
頁
・
ハ
、
 
0
0
0
円

あ
る
。
第
二
次
也
界
大
戦
ま
で
の
日
本
人
大
衆
が

一
般
に
、
い
い
か
え
れ
ば
無
産
階
級
の
大
部
分
ま

で
が
、
「
い
ぇ
」
思
想
の
佶
奉
者
と
な
っ
て
い
た

こ
と
が
今
日
、
経
済
的
に
も
恵
ま
れ
、
ひ
ろ
い
住

居
も
持
ち
得
る
ハ
ワ
イ
ニ
・
三
世
の
考
え
方
の
な

か
に
ょ
く
反
映
し
て
い
る
。

こ
の
共
同
研
究
に
は
興
味
ふ
か
い
モ
ノ
グ
ラ
フ

も
多
数
ふ
く
ま
れ
て
い
る
の
だ
が
、
残
念
な
が
ら

い
ま
そ
の
点
に
ふ
れ
る
い
と
ま
が
な
い
。

こ
こ
で
は
最
後
に
、
今
後
の
「
い
え
」
の
研
究

に

つ
の
注
文
を
つ
け
て
お
き
九
い
と
思
う
。

そ
れ
は
、
多
く
の
学
者
が
「
い
え
」
を
法
人
に

な
ぞ
ら
え
て
い
る
こ
と
に
関
係
す
る
が
、
そ
の
場

合
の
法
人
と
い
う
名
称
は
西
洋
の
法
人
と
お
な
じ

つ
も
り
な
の
だ
ろ
う
か
。
西
洋
の
法
人
も
、
そ
れ

を
構
成
す
る
個
人
の
寿
命
を
超
え
て
存
続
す
る
と

い
う
性
質
は
持
っ
て
い
る
が
、
ど
こ
ま
で
も
合
理

主
義
に
基
く
人
工
物
で
、
個
人
が
そ
の
永
続
を
願

つ
て
自
殺
す
る
「
い
ぇ
し
ゃ
皇
国
と
は
ち
が
う
と

思
う
。
い
ず
れ
に
し
て
も
「
い
え
」
と
企
業
の
混

同
に
注
意
し
て
欲
し
い
の
で
あ
る
。

最
後
に
、
誤
植
が
多
す
ぎ
る
。

伊
藤
規
矩
治
(
大
学
文
学
部
教
授
)

く
、
い
ろ
い
ろ
な
分
科
に
わ
か
れ
て
し
ま
っ
た
そ

れ
ぞ
れ
の
学
問
の
専
門
家
が
「
い
ぇ
」
と
い
う
共

通
の
研
究
対
象
に
む
か
っ
て
協
力
し
た
成
果
は
、

「
日
本
」
に
興
味
を
も
つ
ほ
ど
の
あ
ら
ゆ
る
読
者

の
想
像
力
を
刺
激
す
る
も
の
と
な
っ
た
。

筆
者
自
身
に
つ
い
て
い
え
ぱ
、
自
分
の
専
門
領

域
か
ら
遠
い
方
面
か
ら
の
研
究
が
特
に
興
味
深
か

つ
た
。
紙
数
の
制
限
か
ら
引
用
し
た
参
照
箇
所
な

ど
み
な
は
ぷ
か
せ
て
い
九
だ
く
が
、
た
と
え
ぱ

「
家
」
の
意
識
は
、
鶴
念
的
な
も
の
と
し
て
は
、
あ

る
程
度
(
ほ
ぽ
一
町
歩
)
以
上
の
家
産
を
前
提
と

し
一
L
し
る
・
:
:
:
:
と
い
、
つ
よ
,
つ
な
即
物
的
な
説
明

が
つ
よ
く
印
象
に
の
こ
る
の
で
あ
る
。
維
新
ま
で

の
「
い
ぇ
」
が
一
種
の
8
心
0
益
§
で
あ
っ
九

と
断
言
し
光
の
が
名
だ
た
る
御
用
学
者
で
あ
っ
た

り
、
現
在
の
政
治
学
関
係
者
が
「
法
人
」
と
い
う

名
称
を
も
ち
い
る
こ
と
も
、
後
述
す
る
こ
と
と
関

連
し
て
興
味
ぷ
か
か
っ
た
。

明
治
政
府
の
指
導
者
が
多
く
下
士
軽
輩
の
た
ぐ

い
で
あ
っ
九
と
は
い
ぇ
禄
を
喰
ん
で
い
九
も
の
の

十
孫
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
士
分
の
も
の
の
考
え

方
と
、
右
の
家
産
を
持
っ
九
農
民
層
の
「
い
え
」

愚
を
な
い
ま
ぜ
て
、
当
時
の
国
民
思
想
の
礎
に

据
え
よ
う
と
し
九
計
略
は
図
に
あ
九
っ
た
よ
う
で
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