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は
じ
め
に

　

児
童
文
学
者
と
し
て
人
間
が
自
然
と
如
何
に
共
存
し
て
生
き
て
い
く
べ
き
か
と
数
々
の
作
品
を
残
さ
れ
た
椋　
鳩
十
（
本
名
・
久
保
田
彦
穂
）
は
、

戦
後
鹿
児
島
県
立
図
書
館
長
に
就
任
、
全
精
力
を
傾
け
て
図
書
館
作
り
と
子
ど
も
の
読
書
活
動
の
推
進
に
力
を
注
い
で
い
る
。
こ
の
運
動
は
、
鹿

児
島
県
の
み
な
ら
ず
広
く
全
国
に
広
が
っ
て
い
き
各
地
の
読
書
推
進
活
動
の
広
が
り
と
充
実
を
促
す
こ
と
と
な
る
。

　

公
立
図
書
館
は
、
戦
後
「
図
書
館
法

（
１
）

」（
一
九
五
〇
）
の
制
定
で
図
書
館
運
営
が
大
き
く
変
化
し
、
今
ま
で
の
資
料
保
存
の
図
書
館
か
ら
地
域

住
民
の
生
活
に
密
着
し
た
住
民
本
位
の
図
書
館
活
動
に
取
り
組
む
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
椋
は
こ
の
「
図
書
館
法
」
が
制
定
さ
れ
る
前
に
、
す

で
に
こ
の
サ
ー
ビ
ス
に
着
目
し
て
い
る
。
図
書
館
サ
ー
ビ
ス
の
一
環
と
し
て
、
読
書
を
社
会
化
す
る
上
で
画
期
的
な
意
義
を
も
た
ら
し
た
と
考
え

る
。
い
ち
早
く
提
唱
し
た
椋
館
長
は
日
本
の
図
書
館
史
の
一
ペ
ー
ジ
を
飾
っ
た
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。
お
お
ら
か
な
人
柄
と
自
ら
の
足
で

く
ま
な
く
か
け
め
ぐ
り
、
人
々
に
接
し
て
読
書
運
動
を
展
開
し
た
と
い
う
実
績
に
負
う
所
が
多
い
と
思
う
。

　

時
代
背
景
を
考
証
し
な
が
ら
、
如
何
に
鹿
児
島
の
地
に
読
書
運
動
を
進
め
た
か
、
椋
の
作
家
活
動
と
と
も
に
、
椋
館
長
が
担
っ
た
意
義
を
考
察

す
る
。
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二　

南
国
鹿
児
島
へ
移
住

　

山
国
信
濃
に
生
ま
れ
、
山
を
友
と
し
て
育
っ
た
椋
は
、
大
学
卒
業
と
同
時
に
鹿
児
島
県
へ
移
り
住
む
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
が
、
最
初
か
ら

鹿
児
島
を
目
指
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
椋
は
南
洋
に
強
く
憧
れ
南
洋
に
思
い
を
馳
せ
て
い
た
。
大
学
を
卒
業
後
読
ん
だ
ジ
ャ
ッ
ク
・
ロ

ン
ド
ン
の
「
南
海
物
語

（
２
）

」
に
影
響
を
受
け
、
南
洋
へ
行
こ
う
と
考
え
て
い
た
。
対
談
の
中
で
、

　

田
舎
に
育
っ
て
、
そ
し
て
山
の
中
に
育
っ
た
か
ら
海
を
見
た
こ
と
が
な
い
で
し
ょ
う
、
あ
あ
い
う
海
の
物
語
を
書
こ
う
と
思
っ
た
。
そ
し

て
、
そ
の
こ
ろ
、
い
ま
の
北
南
洋
の
島
は
日
本
が
統
治
し
て
い
た
こ
ろ
で
、
あ
そ
こ
へ
行
っ
て
、
日
本
人
の
書
い
た
う
ん
と
田
舎
く
さ
い
南

洋
物
語
を
書
こ
う
と
思
っ
た
。
ぼ
く
は
、
サ
イ
パ
ン
だ
っ
た
か
な
、
ど
こ
か
で
徒
弟
学
校
の
口
が
あ
っ
た
ん
で
す
。
ぼ
く
は
そ
こ
へ
行
く
つ

も
り
で
、
そ
し
て
姉
が
鹿
児
島
で
医
者
を
し
て
い
た
か
ら
、
大
学
病
院
の
前
身
の
県
立
病
院
。
姉
に
、
い
ろ
い
ろ
、
小
遣
い
も
ら
っ
た
り
世

話
に
な
っ
て
い
た
か
ら
、
姉
の
と
こ
ろ
へ
お
別
れ
に
行
こ
う
と
思
っ
て
、
…
…
…

（
３
）

。

　

と
語
り
、
そ
の
と
き
学
生
結
婚
し
た
妻
と
子
ど
も
を
静
岡
の
実
家
に
、
や
は
り
「
お
別
れ
」
の
た
め
帰
し
て
い
た
。
し
か
し
妻
の
親
に
反
対
さ

れ
足
止
め
を
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
状
況
の
中
、
姉
に
相
談
し
て
鹿
児
島
で
就
職
口
を
捜
す
こ
と
に
な
っ
た
と
い
う
。
は
か
ら
ず
も
南

国
鹿
児
島
で
暮
ら
す
こ
と
に
な
っ
た
椋
で
あ
る
が
、

　

鹿
児
島
と
い
う
と
こ
ろ
は
、
住
み
つ
く
と
非
常
に
い
い
と
こ
ろ
（
略
）
住
み
良
い
ま
ま
に
、
と
う
と
う
五
十
年
間
住
ん
で
し
ま
う
の
で
あ

っ
た
。
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生
ま
れ
て
初
め
て
鹿
児
島
に
や
っ
て
来
た
椋
に
と
っ
て
、
そ
こ
で
見
る
も
の
聞
く
も
の
は
す
べ
て
新
鮮
で
驚
く
も
の
ば
か
り
で
あ
っ
た
。
南
国

の
風
土
が
椋
に
与
え
た
感
動
は
す
べ
て
新
鮮
な
も
の
で
あ
り
、
そ
の
感
動
を
綴
っ
て
い
る
。
随
筆
の
中
で

（
４
）

、

　

鹿
児
島
に
住
み
つ
い
て
、
朝
夕
に
、
こ
の
山
を
眺
め
て
い
る
う
ち
に
、
私
は
桜
島
が
、
た
い
そ
う
気
に
入
っ
て
し
ま
っ
た
。
が
、
し
か
し
、

私
が
、
こ
の
山
を
眺
め
る
折
の
焦
点
が
、
ど
う
も
一
定
し
て
い
る
よ
う
な
の
で
あ
る
。
あ
た
り
が
暮
れ
か
け
て
、
街
や
海
が
薄
青
く
、
く
ろ

ず
ん
で
行
く
時
、
桜
島
の
頂
点
だ
け
が
暮
れ
残
っ
て
、
焼
け
た
だ
れ
た
、
む
き
だ
し
の
山
肌
が
夕
陽
を
う
け
て
、
金
色
に
、
う
す
い
紫
に
、

ひ
と
り
ぽ
っ
ち
で
空
に
輝
い
て
い
る
時
な
ど
、
美
し
い
な
あ
、
と
思
わ
ず
見
と
れ
た
り
す
る
事
が
あ
る
。

　

と
、
特
に
桜
島
の
夕
陽
が
美
し
い
と
熱
き
思
い
を
語
っ
て
い
る
。

三　

児
童
文
学
者
と
し
て
の
功
績

　

椋
は
動
物
物
語
に
代
表
さ
れ
る
児
童
文
学
者
で
あ
っ
た
が
、
最
初
か
ら
児
童
文
学
を
書
い
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
一
九
二
六
（
大
正
十
五
）

年
、
久
保
田
彦
保
の
ペ
ン
ネ
ー
ム
で
詩
集
『
駿
馬
』
を
翌
年
『
夕
の
花
園
』
を
刊
行
し
、
詩
人
と
し
て
ス
タ
ー
ト
し
て
い
る
。
そ
の
後
、
七
編
の

山
窩
小
説
を
ま
と
め
た
『
山
窩
調

（
５
）

』
を
出
版
し
て
い
る
。
椋
は
少
年
の
頃
、
父
か
ら
山
窩
の
話
を
聞
か
さ
れ
て
い
た
と
い
う
。
短
編
集
の
た
め
、

友
人
に
も
内
緒
で
こ
の
ペ
ン
ネ
ー
ム
「
椋　
鳩
十
」
を
使
い
自
費
出
版
を
し
て
い
る
。
ペ
ン
ネ
ー
ム
の
由
来
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　

私
は
、
山
窩
や
素き

地じ

屋や

を
扱
っ
た
山
の
物
語
を
書
い
た
こ
と
が
あ
る
。（
中
略
）
新
し
く
出
発
す
る
の
だ
か
ら
、
イ
ミ
テ
ー
シ
ョ
ン
の
名

前
で
な
く
、
創
作
的
な
に
お
い
の
あ
る
名
前
を
見
つ
け
た
い
と
思
っ
た
。
昔
の
こ
と
だ
か
ら
、
だ
い
ぶ
ぼ
や
け
て
は
い
る
が
な
ん
で
も
一
か
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月
ほ
ど
考
え
た
と
思
う
。
だ
か
ら
、
か
な
り
難
産
の
ペ
ン
ネ
ー
ム
で
あ
る
。
素
地
屋
の
姓
は
小
椋
と
書
い
て
オ
グ
ラ
と
読
む
。
私
の
書
い
た

作
品
の
素
材
は
、
素
地
屋
の
山
窩
だ
か
ら
、
小
椋
の
小
を
と
り
さ
っ
て
椋
（
む
く
）
と
す
る
こ
と
に
し
た
。
鳩
十
（
は
と
じ
ゅ
う
）
の
方
は
、

そ
の
こ
ろ
住
ん
で
い
た
ワ
ラ
屋
根
の
て
っ
ぺ
ん
に
、
鳩
が
き
て
、
毎
日
、
ク
ー
ク
ー
と
鳴
い
て
い
た
の
で
、
ふ
と
思
い
つ
い
て
つ
け
た
の
で

あ
る

（
６
）

。

　　

難
産
の
末
の
ペ
ン
ネ
ー
ム
と
あ
り
、
山
窩
小
説
の
そ
こ
に
展
開
さ
れ
る
世
界
は
、
今
日
読
ん
で
も
決
し
て
新
鮮
さ
を
失
っ
て
い
な
い
。
野
生
の

む
ん
む
ん
と
し
た
山
の
民
の
躍
動
的
な
生
き
ざ
ま
が
描
か
れ
て
い
る
。

　

時
は
ま
さ
に
思
想
弾
圧
に
よ
る
国
家
権
力
の
重
圧
が
国
民
の
上
に
ひ
し
ひ
し
と
、
の
し
か
か
っ
て
い
た
暗
い
時
代
で
あ
っ
た
。
戦
争
遂
行
の
た

め
言
論
統
制
、
思
想
統
一
を
押
し
付
け
て
い
た
。

　

昭
和
八
年
十
月
『
鷲
の
唄

（
７
）

』
は
、
刊
行
一
週
間
後
に
は
発
売
禁
止
に
な
っ
て
い
る
。
放
浪
窃
盗
の
徒
、
山
窩
を
扱
っ
た
反
国
家
的
反
良
俗
的
な

小
説
と
い
う
の
が
発
禁
の
理
由
だ
っ
た
。

　

言
論
統
制
・
思
想
統
制
に
関
わ
ら
な
い
も
の
は
、
何
か
考
え
、
椋
は
動
物
文
学
・
児
童
文
学
へ
傾
い
て
行
っ
た
。

　

戦
時
下
と
い
う
一
番
不
合
理
で
、
非
科
学
的
で
非
人
間
的
な
時
代
に
動
物
と
い
う
も
の
に
姿
を
借
り
て
生
き
る
こ
と
の
意
味
と
か
、
大
切
さ
と

い
う
も
の
を
考
え
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

椋　
鳩
十
が
動
物
文
学
作
家
と
い
わ
れ
る
、
そ
も
そ
も
の
き
っ
か
け
は
、「
少
年
倶
楽
部

（
８
）

」
の
作
品
に
よ
っ
て
で
あ
る
こ
と
を
知
る
こ
と
が
で
き

る
。
あ
る
編
集
長
の
運
命
的
な
勧
め
が
あ
っ
た
。

　

椋
は
動
物
の
生
態
を
よ
り
よ
く
知
る
た
め
に
、
信
州
や
鹿
児
島
の
山
を
歩
き
、
家
に
は
ク
モ
、
ム
カ
デ
、
ト
カ
ゲ
、
ネ
ズ
ミ
、
小
鳥
、
犬
、
猫

を
飼
い
観
察
日
記
を
つ
け
た
と
い
う
。
ま
さ
に
、
動
物
文
学
の
創
始
者
と
し
て
、
実
地
踏
査
に
基
づ
く
見
聞
や
体
験
が
そ
の
裏
付
け
に
な
っ
て
い

る
。
確
実
な
生
態
観
察
や
調
査
の
上
に
成
り
立
ち
、
事
実
を
基
礎
に
置
い
て
い
る
。
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椋
の
児
童
文
学
は
、
そ
の
文
体
の
特
徴
を
考
え
た
だ
け
で
も
児
童
文
学
と
し
て
の
素
地
を
充
分
備
え
て
い
る
と
い
え
る
が
、
物
語
構
成
や
筋
の

面
白
さ
は
、
大
人
で
も
子
ど
も
で
も
同
様
に
楽
し
む
こ
と
が
で
き
る
。

特
に
椋
文
学
の
掲
げ
る
テ
ー
マ
は
生
命
尊
厳
を
根
底
に
種
々
複
雑
な
問
題
を
含
み
、
そ
れ
が
物
語
の
読
み
応
え
と
な
っ
て
い
る
。
椋
は
読
者
と
し

て
の
子
ど
も
を
充
分
意
識
し
、
配
慮
し
な
が
ら
も
、
子
ど
も
だ
け
に
と
ら
わ
れ
ず
大
人
向
け
児
童
文
学
と
い
え
る
作
品
世
界
を
構
築
し
て
い
る
の

で
あ
る
。

　

生
命
の
尊
厳
の
美
し
さ
を
動
物
に
託
し
て
書
き
、
読
者
を
引
き
つ
け
夢
中
に
さ
せ
、
納
得
さ
せ
る
物
語
の
展
開
の
巧
み
さ
は
見
事
と
言
え
る
。

　

人
間
と
動
物
の
強
い
結
び
つ
き
が
主
た
る
テ
ー
マ
の
作
品
を
紹
介
し
た
い
。

　

私
小
説
と
も
い
え
る
『
マ
ヤ
の
一
生

（
９
）

』
は
、
椋
家
で
飼
わ
れ
て
い
た
日
本
犬
（
熊
野
犬
）
を
モ
デ
ル
と
し
て
書
か
れ
て
い
る
こ
の
作
品
は
中
期

の
最
高
傑
作
と
言
わ
れ
て
い
る
。「
マ
ヤ
」
と
は
、
お
釈
迦
様
の
母
の
摩
耶
か
ら
と
っ
た
と
い
う
。
猫
の
ペ
ル
、
ニ
ワ
ト
リ
の
ピ
ピ
、
白
う
さ
ぎ

を
交
え
て
賑
や
か
な
生
活
が
子
ど
も
の
成
長
と
と
も
に
書
か
れ
、
時
に
は
用
心
棒
代
わ
り
に
な
り
家
族
の
一
員
と
な
っ
て
い
た
。
物
語
の
前
半
で

は
、
一
家
と
動
物
達
の
美
し
く
の
び
や
か
な
生
活
が
明
る
く
描
か
れ
、
そ
れ
と
は
対
照
的
に
後
半
で
は
、
戦
争
の
も
た
ら
し
た
影
が
町
中
を
襲
い
、

マ
ヤ
は
そ
の
犠
牲
と
な
っ
て
殺
さ
れ
る
と
い
う
暗
く
悲
し
い
結
末
が
描
か
れ
て
い
る
。
前
半
の
動
物
た
ち
の
美
し
く
思
い
や
り
の
あ
る
戯
れ
と
後

半
の
人
間
の
巻
き
起
こ
し
た
歪
ん
だ
争
い
に
対
す
る
怒
り
の
筆
致
の
見
事
な
コ
ン
ト
ラ
ス
ト
が
構
成
を
劇
的
な
も
の
に
し
て
い
る
。
い
つ
の
ま
に

か
、
善
良
な
庶
民
た
ち
を
心
の
す
さ
ん
だ
人
た
ち
に
変
え
て
い
く
。
こ
の
物
語
の
意
図
は
、
戦
時
中
の
食
料
不
足
を
理
由
に
家
庭
で
飼
わ
れ
て
い

た
犬
が
徴
用
と
い
う
目
的
で
殺
さ
れ
た
事
実
を
描
い
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
戦
争
の
恐
ろ
し
さ
の
訴
え
と
権
力
に
対
す
る
反
抗
の
精
神

が
あ
り
、
戦
争
批
判
で
も
あ
る
。「
マ
ヤ
」
の
最
期
は
『
マ
ヤ
の
一
生
』
に
描
か
れ
た
よ
り
も
っ
と
悲
惨
で
あ
っ
た
。
強
制
連
行
さ
れ
た
「
マ
ヤ
」

は
、
二
人
の
弟
の
目
の
前
で
撲
殺
さ
れ
た
。
久
保
田
喬
彦
氏
は
著
書
の
中
で
述
べ
て
い
る
。
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ど
ん
な
状
態
に
あ
っ
て
も
、
奪
う
こ
と
の
で
き
ぬ
も
の
が
あ
る
。
そ
れ
は
心
だ
と
い
う
こ
と
描
こ
う
と
し
た
ん
だ
ネ
。
人
間
と
い
う
の
は
、

異
常
な
状
態
に
追
い
詰
め
ら
れ
る
と
、
心
ま
で
異
常
に
な
る
。
し
か
し
、
そ
の
中
に
あ
っ
て
も
本
当
の
真
実
の
心
は
奪
う
こ
と
は
で
き
な
い

も
の
と
い
う
こ
と
だ
ネ
。
死
に
か
け
た
犬
が
、
最
後
の
力
を
ふ
り
し
ぼ
っ
て
、
か
わ
い
が
っ
て
く
れ
た
子
供
を
訪
ね
て
く
る
と
い
う
こ
と
で
、

そ
う
い
う
こ
と
を
象
徴
さ
せ
よ
う
と
思
っ
た）

（（
（

。

　

椋
は
戦
争
が
終
わ
っ
て
、
守
り
ぬ
く
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
マ
ヤ
の
命
に
対
し
て
深
い
胸
の
痛
み
を
ぬ
ぐ
い
去
る
こ
と
が
で
き
な
く
て
こ
の
作

品
を
描
か
ず
に
い
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
う
し
た
椋
の
思
い
は
児
童
文
学
と
い
う
形
で
描
か
れ
な
が
ら
も
絶
え
ず
大
人
に
訴
え
か
け
る

も
の
で
あ
る
。『
マ
ヤ
の
一
生
』
を
通
じ
て
描
か
れ
た
批
判
の
声
は
、
大
人
の
文
学
と
し
て
の
側
面
を
も
合
わ
せ
持
つ
椋
作
品
の
特
質
と
言
え
る
。

『
マ
ヤ
の
一
生
』
は
、
初
期
作
品
に
み
ら
れ
た
素
朴
な
動
物
の
命
・
尊
さ
の
児
童
文
学
作
家
を
乗
り
越
え
た
社
会
性
を
帯
び
た
問
題
提
起
・
告
発

の
児
童
文
学
作
家
へ
の
成
立
が
見
ら
れ
る
。

　
『
モ
モ
ち
ゃ
ん
と
あ
か
ね）

（（
（

』
と
い
う
作
品
も
、
椋
家
で
飼
わ
れ
て
い
た
白
猫
・
モ
モ
と
お
嬢
さ
ん
・
あ
か
ね
さ
ん
の
物
語
で
あ
る
。
モ
モ
と
は
、

波
止
場
で
オ
ラ
ン
ダ
の
水
兵
さ
ん
か
ら
も
ら
っ
た
猫
。
椋
家
に
は
モ
モ
の
家
族
が
七
匹
暮
ら
し
て
い
た
が
、
あ
か
ね
さ
ん
に
一
番
懐
い
て
い
た
の

が
年
長
の
モ
モ
と
い
う
。
子
猫
の
頃
か
ら
一
緒
に
過
ご
し
寝
る
の
も
一
緒
だ
っ
た
と
い
う
。

　

娘
が
、
外
に
出
て
い
く
と
い
う
こ
と
を
、
ち
ゃ
ん
と
、
感
づ
く
よ
う
で
し
た
。
そ
し
て
玄
関
ま
で
つ
け
て
い
っ
て
、
し
ば
ら
く
の
間
、
ガ

オ
ー
、
ガ
オ
ー
と
な
き
た
て
る
の
で
す
。（
中
略
）
モ
モ
は
、
死
期
が
い
よ
い
よ
、
せ
ま
っ
て
き
た
の
を
、
動
物
の
敏
感
な
心
で
感
じ
と
っ

た
の
で
し
ょ
う
。
そ
し
て
、
む
す
め
の
そ
ば
で
、
死
に
た
か
っ
た
に
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。
と
て
も
、
と
て
も
、
考
え
ら
れ
な
い
よ
う
な
力
を

ふ
り
し
ぼ
っ
て
、
娘
の
声
を
た
よ
り
に
、
階
段
を
は
い
上
が
っ
て
い
っ
た
の
で
す
。
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最
期
の
モ
モ
は
、
あ
か
ね
さ
ん
に
抱
か
れ
な
が
ら
、
あ
か
ね
さ
ん
の
小
指
を
く
わ
え
た
ま
ま
力
つ
き
た
と
い
う
。
愛
情
を
注
ぐ
こ
と
に
よ
っ
て
、

気
ま
ま
で
感
情
を
露
わ
に
し
な
い
と
い
う
猫
の
生
態
で
も
人
間
と
動
物
と
の
信
頼
関
係
が
生
ま
れ
る
こ
と
を
観
察
、
探
究
し
て
い
る
こ
と
に
気
づ

く
作
品
で
あ
る
。

　
『
マ
ヤ
の
一
生
』
と
『
モ
モ
ち
ゃ
ん
と
あ
か
ね
』
は
、
第
一
回
赤
い
鳥
文
学
賞
を
受
賞
し
て
い
る
。

　

九
州
に
は
、
肥
後
（
熊
本
県
）
の
「
彦ひ

こ

一い
ち

と
ん
ち
ば
な
し
」
と
か
豊
後
（
大
分
県
）
の
「
吉き

つ
ち
ょ四

六む

も
の
が
た
り
」
な
ど
の
民
話
上
の
面
白
い
人

物
が
有
名
で
あ
る
が
、
椋
は
、
ま
た
薩
摩
（
鹿
児
島
県
）
に
伝
わ
る
民
話
を
紹
介
し
て
い
る
。

　

当
時
、
借
家
と
し
て
住
ん
で
い
た
大
家
・
津
崎
藤
太
郎
さ
ん
か
ら
聞
い
た
話
を
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。
毎
晩
、
夜
の
ふ
け
る
ま
で
話
を
し
て

く
れ
た
よ
う
で
あ
る）

（（
（

。

　

代
表
的
な
民
話
『
日ひ

高だ
か

山や
ん

伏ぶ
し

物も
の

語が
た
り

』
と
『
日ひ

当な
た

山や
ま

侏し
ゅ

儒じ
ゅ

物も
の

語が
た
り

』
が
全
集
の
中
に
収
め
ら
れ
て
い
る
。

　
『
日
高
山
伏
物
語
』
は
、
薩
摩
藩
が
経
済
的
に
困
っ
た
時
、
そ
の
厳
し
さ
を
う
ら
ん
だ
民
衆
が
＂日
高
山
伏
＂
に
う
っ
ぷ
ん
を
は
ら
し
た
と
い

う
笑
話
で
あ
る
。
庶
民
の
生
活
は
、
暗
く
、
苦
し
い
。
う
っ
ぷ
ん
を
は
ら
す
に
は
派
手
な
節
約
の
範
を
た
れ
て
い
る
＂日
高
山
伏
＂
に
向
け
ら
れ

た
の
で
あ
る
。
苦
し
い
暮
ら
し
を
強
い
ら
れ
る
農
民
の
た
め
の
恨
み
が
＂日
高
山
伏
＂
に
集
中
し
、
ケ
チ
も
ケ
チ
、
ド
ケ
チ
な
話
を
作
り
だ
し
、

そ
れ
を
す
べ
て
＂日
高
山
伏
＂
に
か
ぶ
せ
、
笑
い
話
と
し
て
語
り
合
い
、
う
っ
ぷ
ん
を
は
ら
し
た
の
で
あ
っ
た
。
＂日
本
一
の
お
か
ず
＂
ケ
チ
ン
ボ

ウ
の
山
伏
が
描
か
れ
て
い
る
。
財
政
困
難
に
陥
っ
て
い
た
時
代
、
財
政
建
て
直
し
に
一
役
を
引
き
受
け
た
の
が
＂日
高
山
伏
＂
で
あ
っ
た
の
で
あ

る
。

　
『
日
当
山
侏
儒
物
語
』
と
は
、
日
当
山
温
泉
に
住
む
小
男
の
話
。
日
当
山
に
住
む
侏
儒
は
、
島
津
の
殿
様
に
仕
え
た
日
本
版
の
「
道
化
師
」
と

言
え
る
。
日
当
山
の
地
頭
に
な
り
、
頓
智
で
殿
様
を
や
り
こ
め
民
衆
を
守
っ
た
と
い
う
民
話
で
あ
る
。
つ
ま
り
日
当
山
の
侏
儒
は
、
封
建
時
代
の

民
衆
が
現
実
の
非
人
間
的
な
生
活
か
ら
脱
出
す
る
た
め
の
、
期
待
と
願
望
を
こ
め
て
生
み
出
さ
れ
た
人
物
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

（
13
）

（
14
）
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こ
の
よ
う
に
、
伝
え
ら
れ
て
い
る
民
話
は
、
史
実
に
正
確
な
伝
記
と
し
て
で
は
な
く
、
い
わ
ば
伝
説
上
の
人
物
と
し
て
伝
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
に

意
味
が
込
め
ら
れ
て
い
る
。

　

こ
れ
ら
の
物
語
は
、
椋
文
学
の
一
つ
の
側
面
と
し
て
深
く
味
わ
う
こ
と
が
で
き
る
。

　

民
話
や
伝
説
は
民
衆
の
間
に
語
り
継
が
れ
た
民
衆
の
文
学
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
民
衆
の
本
音
が
息
づ
い
て
い
る
。
そ
れ
は
弱
者
の
立
場
に
身
を

置
く
椋
文
学
の
原
点
で
も
あ
る
。
ユ
ー
モ
ラ
ス
な
頓
智
に
満
ち
て
楽
し
い
が
単
純
な
笑
い
話
と
は
一
味
違
う
民
衆
の
代
弁
者
と
し
て
の
物
語
で
あ

る
。
節
約
を
重
ね
な
が
ら
貧
し
い
生
活
を
強
い
ら
れ
る
民
衆
か
ら
際
限
な
く
絞
り
取
ろ
う
と
す
る
政
治
へ
の
批
判
は
、
封
建
時
代
ば
か
り
で
な
く

現
代
社
会
に
も
そ
の
ま
ま
通
じ
る
も
の
で
あ
る
。
時
代
の
雰
囲
気
を
そ
の
ま
ま
語
れ
ば
暗
く
悲
惨
な
も
の
に
な
っ
た
に
違
い
な
い
物
語
が
楽
し
い

笑
い
を
伴
う
と
い
う
こ
と
は
、
民
衆
文
学
と
し
て
注
目
す
べ
き
点
で
あ
る
。
こ
れ
は
民
衆
が
自
ら
考
え
出
し
た
時
代
を
乗
り
越
え
る
た
め
の
方
策

で
あ
ろ
う
。

　

こ
の
地
、
鹿
児
島
県
は
い
ま
だ
民
話
が
生
き
る
街
で
、
そ
の
よ
う
な
世
界
が
失
わ
れ
て
い
な
い
の
で
は
な
い
か
と
思
う
の
で
あ
る
。

　

高
度
成
長
に
伴
う
公
害
や
自
然
破
壊
の
問
題
を
と
り
あ
げ
た
『
に
お
い
山
脈
』、『
ネ
ズ
ミ
島
物
語
』
や
『
カ
ワ
ウ
ソ
の
海
』
な
ど
は
、
自
然
と

人
間
の
関
わ
り
を
考
え
さ
せ
て
く
れ
る
物
語
で
あ
る
。
椋
の
作
家
魂
の
た
く
ま
し
さ
、
ひ
た
む
き
さ
に
心
う
た
れ
る
の
で
あ
る
。

四　

図
書
館
長
と
し
て
の
図
書
館
運
営

　

一
九
四
七
（
昭
和
二
十
二
）
年
十
一
月
、
鹿
児
島
県
立
図
書
館
長
に
就
任
し
た
。
戦
後
す
ぐ
の
焼
け
野
原
の
地
・
鹿
児
島
で
は
、
図
書
館
長
を

誰
に
委
ね
る
か
検
討
を
重
ね
て
い
た
。
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当
時
の
新
聞
記
事
が
あ
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、

　

図
書
館
長
は
さ
る
七
月
五
日
か
ら
空
席
で
あ
っ
た
。
こ
の
間
知
事）

（（
（

は
石
橋
を
た
た
き
つ
づ
け
て
き
た
。
た
っ
た
一
人
の
館
長
を
決
め
る
の

に
、
実
に
四
ケ
月
余
、
慎
重
に
『
熟
慮
』
し
て
い
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
間
に
民
間
の
あ
る
有
力
者
も
介
在
し
た
し
数
名
の
候
補
者
が
知
事

の
招
き
に
よ
っ
て
会
談
し
た
り
、
結
局
久
保
田
彦
穂
と
い
う
『
無
難
』
な
決
定
を
み
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。

　

ア
メ
リ
カ
軍
に
よ
る
思
想
介
入
も
は
な
は
だ
し
く
、
一
九
四
七
（
昭
和
二
十
二
）
七
月
、
戦
時
下）

（（
（

図
書
館
を
守
り
抜
い
た
加
治
屋
哲
館
長
は
、

紀
元
節
の
君
が
代
斉
唱
、
教
育
勅
語
の
奉
読
が
軍
政
部
の
機
微
に
触
れ
て
退
職
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
。
そ
の
後
栗
川
久
雄
館
長
代
理
が
後
を
受
け

て
い
た
。

　

空
襲
に
よ
る
爆
弾
、
焼
夷
弾
に
よ
り
市
街
地
の
九
割
が
焦
土
と
化
し
た
鹿
児
島
で
あ
る
が
、
幸
い
県
立
図
書
館
は
焼
失
を
免
れ
た
。
書
庫
に
保

管
さ
れ
て
い
た
蔵
書
一
〇
万
冊
の
大
部
分
は
無
事
に
保
護
さ
れ
、
焼
失
の
被
害
に
あ
っ
た
図
書
は
貸
出
中
の
千
五
百
冊
に
と
ど
ま
っ
た
。

　

図
書
館
長
に
起
用
さ
れ
た
椋
は
、
当
時
を
次
ぎ
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。

　

私
が
鹿
児
島
県
立
図
書
館
長
に
な
っ
た
の
は
、
昭
和
二
十
二
年
の
秋
で
あ
っ
た
。
玄
関
の
前
に
立
つ
と
、
見
渡
す
か
ぎ
り
の
焼
け
野
原
で

あ
っ
た
。
残
っ
て
い
る
建
物
と
言
っ
た
ら
、
図
書
館
と
県
庁
と
市
役
所
と
、
二
つ
の
百
貨
店
、
ほ
ん
と
に
そ
れ
だ
け
で
あ
っ
た
。（
中
略
）

そ
れ
に
、
図
書
館
と
言
え
ば
、
十
五
あ
る
部
屋
の
う
ち
、
十
二
ま
で
が
警
察
署
に
占
領
さ
れ
て
い
た）

（（
（

。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

ア
メ
リ
カ
軍
支
配
下
の
不
自
由
な
中
で
の
図
書
館
運
営
で
あ
る
。
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進
駐
軍
に
呼
び
出
さ
れ
て
軍
国
主
義
的
な
図
書
を
焼
き
払
え
と
叱
責
さ
れ
た
と
い
う
。

　

こ
の
時
椋
館
長
は
、

　
「
公
共
図
書
館
は
、
国
民
が
調
査
・
研
究
し
、
知
り
考
え
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
戦
前
の
日
本
が
ど
の
よ
う
な
考
え

を
も
っ
て
い
た
か
。
そ
れ
を
ど
の
よ
う
に
し
て
国
民
に
植
え
つ
け
よ
う
と
し
た
か
、
そ
の
た
め
国
民
は
ど
の
よ
う
な
目
に
あ
っ
た
か
、
そ
う

い
う
こ
と
を
知
り
、
考
え
、
将
来
ど
の
よ
う
に
し
た
ら
よ
い
か
を
考
え
る
た
め
に
も
戦
時
中
に
出
版
さ
れ
た
も
の
も
大
切
で
あ
る
」
と
答
え

て
焼
き
捨
て
な
く
て
す
ん
だ
と
い
う）

（（
（

。

　

椋
は
「
図
書
館
と
い
う
と
こ
ろ
は
、
実
践
機
関
と
い
っ
た
ら
よ
い
か
、
実
施
機
関
と
い
っ
た
ら
よ
い
か
、
そ
う
い
う
に
お
い
を
、
た
い
そ
う
強

く
持
つ
と
こ
ろ
で
あ
る
。」
と
述
べ
て
い
る
。
ま
た
、
図
書
館
の
仕
事
を
始
め
て
か
ら
、
多
く
の
人
々
が
、
読
む
力
は
そ
れ
ぞ
れ
持
っ
て
い
る
が
、

読
書
習
慣
が
身
に
つ
い
て
い
な
い
人
が
案
外
多
い
と
い
う
こ
と
に
気
が
つ
い
た
と
言
う
。
そ
の
実
現
に
向
け
て
次
の
よ
う
な
こ
と
を
考
え
た
。

　

椋
の
図
書
館
論
「
鹿
児
島
県
立
図
書
館
の
館
外
活
動
の
あ
り
方）

（（
（

」
の
中
で
、

　

椋
は
、
県
立
図
書
館
長
と
し
て
「
そ
れ
ぞ
れ
異
な
っ
た
個
性
を
持
っ
た
地
域
に
、
た
だ
表
面
を
な
で
回
す
よ
う
な
サ
ー
ビ
ス
で
は
な
く
、
地
域

住
民
の
血
液
の
中
に
ま
で
流
れ
こ
ん
で
い
く
よ
う
な
、
生
き
生
き
と
し
た
図
書
館
サ
ー
ビ
ス
が
県
立
図
書
館
と
い
う
立
場
で
ど
の
よ
う
に
し
た
ら

な
し
得
る
だ
ろ
う
か
」
と
、
全
県
民
に
喜
ば
れ
る
よ
う
な
サ
ー
ビ
ス
を
考
え
て
い
た
。

　

全
地
域
へ
の
キ
メ
細
か
い
サ
ー
ビ
ス
と
し
て
、
ブ
ッ
ク
モ
ー
ビ
ル
を
利
用
し
た
ら
ど
う
か
と
、
本
場
ア
メ
リ
カ
に
ま
で
調
査
に
出
か
け
て
い
る
。

確
か
に
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
は
、
限
ら
れ
た
範
囲
内
で
の
キ
メ
細
か
な
サ
ー
ビ
ス
が
実
施
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
そ
の
方
法
が
鹿
児
島
県
に
合

う
と
は
思
え
な
か
っ
た
。

　

そ
れ
だ
け
の
費
用
を
か
け
る
な
ら
も
っ
と
、
違
う
日
本
風
土
に
合
う
方
法
が
あ
る
と
考
え
て
い
た
。
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そ
の
方
法
が
市
町
村
立
図
書
館
や
公
民
館
が
大
き
く
育
つ
こ
と
が
県
民
全
体
へ
の
サ
ー
ビ
ス
を
す
る
根
本
的
な
こ
と
で
あ
る
と
身
近
な
人
と
語

り
合
っ
て
知
り
得
た
こ
と
で
あ
っ
た
。
あ
ら
ゆ
る
層
へ
の
提
案
と
し
て
、
県
立
図
書
館
は
間
接
サ
ー
ビ
ス
の
図
書
館
で
あ
り
、
市
町
村
立
図
書

館
・
公
民
館
図
書
部
は
直
接
サ
ー
ビ
ス
の
図
書
館
と
い
う
立
場
に
立
っ
て
行
う
と
い
う
案
で
あ
る
。
そ
こ
で
県
立
図
書
館
は
農
政
部
・
県
農
協

と
協
同
「
農
業
文
庫
」
編
み
出
し
た
。
農
家
の
人
に
読
ん
で
も
ら
い
た
い
も
の
を
市
町
村
の
図
書
館
や
公
民
館
に
送
り
込
む
。
読
書
に
よ
っ
て
農
業

の
新
し
い
知
識
や
技
術
を
導
入
し
、
農
村
を
蘇
ら
せ
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
も
う
一
つ
が
「
母
と
子
の
二
十
分
間
読
書
運
動
」
で
あ
る
。

県
立
図
書
館
が
中
心
と
な
り
、
地
域
へ
の
サ
ー
ビ
ス
活
動
を
次
々
に
し
か
も
活
発
に
展
開
し
、
実
践
す
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

五　

母
と
子
の
二
十
分
間
読
書
運
動
と
は

　
　

子
供
が　

小
さ
な
声
で

　
　
　
　
　
　

教
科
書
以
外
の
本
を

　
　
　
　
　
　

二
十
分
間
位
、
読
む
の
を

　
　

母
親
が　

側
で

　
　
　
　
　
　

静
か
に
、
耳
を
か
た
む
け
る）

（（
（

　

こ
れ
が
、
運
動
の
主
旨
で
あ
り
、「
立
体
的
読
書
運
動
」
と
も
呼
ば
れ
て
い
る
。
右
の
写
真
は
、
鹿
児
島
県
立
図
書
館
正
面
に
掲
げ
ら
れ
た
読

書
推
進
を
図
る
垂
れ
幕
で
あ
る）

（（
（

。

　

子
ど
も
が
読
む
の
を
、
母
が
聞
く
。
と
い
う
、
一
つ
の
こ
と
か
ら
た
く
さ
ん
の
効
果
を
期
待
し
て
い
る
。

　

母
と
子
の
心
の
触
れ
合
い
が
そ
こ
に
生
ま
れ
る
。
母
と
子
の
二
人
だ
け
の
貴
重
な
時
間
。

県
立
図
書
館
正
面
に
掲
げ
ら
れ
た
垂
れ
幕



作
家
活
動
と
図
書
館
運
営

一
九
四

　

そ
れ
は
、
母
と
子
の
つ
な
が
り
、
そ
こ
か
ら
開
け
て
い
く
様
々
な
問
題
を
考
え
て
い
た
と
い
う
。
そ
の
子
ど
も
の
力
に
合
っ
た
読
み
物
を
毎
日
、

毎
日
二
十
分
間
ず
つ
読
ん
で
い
く
。
こ
う
い
う
こ
と
の
積
み
重
ね
に
よ
っ
て
少
し
ず
つ
で
は
あ
る
が
、
時
間
を
か
け
な
が
ら
も
の
を
理
解
す
る
力

が
備
わ
り
、
辛
抱
強
く
続
け
て
い
く
。
昭
和
三
十
四
年
の
構
想
以
来
、
十
年
以
上
に
わ
た
り
熱
心
に
説
き
続
け
ら
れ
て
き
た
運
動
で
あ
る
。

　

椋
の
こ
と
を
「
読
書
運
動
に
命
を
燃
や
し
た
人
」
と
ま
で
言
わ
し
め
た
の
で
あ
る
。
椋
の
考
え
た
狙
い
は
そ
こ
に
あ
っ
た
。

　

ま
ず
、
子
ど
も
が
音
読
を
す
る
。
子
ど
も
が
音
読
を
す
る
こ
と
で
母
は
聞
く
だ
け
で
、
知
識
を
得
た
り
、
物
語
を
味
わ
っ
た
り
す
る
こ
と
が
で

き
る
。
ま
た
、
読
ん
で
も
ら
う
心
地
よ
さ
を
味
わ
え
る
。
親
子
で
同
じ
本
を
読
む
こ
と
で
共
通
の
話
題
が
で
き
る
。
時
に
は
、
同
じ
所
で
感
動
す

る
感
性
を
共
有
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
子
ど
も
が
本
を
読
ん
で
い
る
時
は
、
子
ど
も
と
二
人
だ
け
の
時
間
を
過
ご
す
こ
と
が
で
き
る
の

で
あ
る
。
子
ど
も
に
と
っ
て
母
親
を
独
占
で
き
る
時
で
も
あ
る
。
母
親
に
と
っ
て
も
子
ど
も
の
学
習
に
関
わ
る
こ
と
が
で
き
、
子
ど
も
の
本
を
読

む
意
欲
を
継
続
さ
せ
る
こ
と
に
繋
が
る
の
で
あ
る
。

　

椋
作
品
に
は
、
子
ど
も
と
一
緒
に
必
ず
親
が
登
場
す
る
。
子
ど
も
を
見
守
る
温
か
い
大
人
の
眼
差
し
が
感
じ
ら
れ
る
。
そ
れ
は
語
り
手
と
し
て

の
椋
自
身
の
目
で
も
あ
り
、
ま
た
登
場
人
物
の
一
人
と
し
て
親
の
目
で
も
あ
る
。
椋
は
普
通
の
親
子
関
係
を
描
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
大
人
が
子
ど

も
の
内
面
に
及
ぼ
す
影
響
が
ど
ん
な
に
大
き
い
も
の
か
と
い
う
問
題
を
提
示
し
て
い
る
。
大
人
の
何
気
な
い
一
言
が
、
思
い
の
ほ
か
子
ど
も
を
傷

つ
け
る
。
一
度
傷
つ
け
ら
れ
た
心
は
、
後
で
繕
お
う
と
し
て
も
元
通
り
に
な
る
も
の
で
は
な
い
。

　

母
親
も
耳
を
傾
け
て
聞
く
こ
と
は
、
子
ど
も
と
同
じ
心
に
な
っ
て
子
ど
も
の
相
手
を
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
子
ど
も
の
読
み
方
に
神

経
を
た
て
る
よ
り
、
子
ど
も
の
読
む
も
の
に
自
分
も
静
か
に
入
り
込
も
う
と
す
る
母
親
の
態
度
が
大
事
に
な
る
。

　

子
ど
も
の
心
の
な
か
で
母
親
の
声
と
い
う
の
は
、
金
の
鈴
の
ご
と
く
鳴
り
な
が
ら
死
ぬ
ま
で
生
き
つ
づ
け
る
と
思
う）

（（
（

。
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と
、
語
っ
て
い
る
。

　

こ
の
運
動
の
発
想
の
底
に
、
か
つ
て
の
祖
母
や
母
の
昔
話
を
聞
い
た
体
験
が
あ
る
。
椋
は
中
学
に
行
く
ま
で
い
ろ
り
の
傍
で
昔
話
を
聞
い
た
と

い
う
。
椋
の
文
体
の
源
泉
に
祖
母
の
語
り
の
あ
っ
た
こ
と
は
本
人
の
認
め
る
と
こ
ろ
で
も
あ
る
。
椋
は
ま
た
母
親
た
ち
に
子
ど
も
に
寝
物
語
を
語

り
聞
か
せ
る
こ
と
の
効
用
を
繰
り
返
し
語
っ
て
き
た
。
ベ
ッ
ト
の
中
の
子
ど
も
の
世
界
は
、
音
楽
の
よ
う
で
あ
り
、
お
話
を
聞
い
た
後
の
、
う
っ

と
り
し
た
気
持
ち
の
よ
う
な
も
の
、
と
述
べ
て
い
る
。
こ
こ
に
椋
の
読
書
運
動
の
原
点
が
読
み
取
れ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

子
ど
も
が
好
き
な
も
の
、
熱
中
し
て
い
る
も
の
を
選
ぶ
。
そ
う
い
う
も
の
に
関
係
し
た
読
み
物
を
与
え
れ
ば
、
子
ど
も
は
飛
び
つ
い
て
く
る
に

違
い
な
い
。

　

あ
く
ま
で
も
、
子
ど
も
と
同
じ
心
に
な
っ
て
、
子
ど
も
の
読
む
も
の
に
聞
き
入
る
こ
と
で
あ
り
、
親
と
子
だ
け
の
世
界
で
な
く
、
そ
こ
に
は
第

三
者
の
物
の
考
え
方
が
入
る
の
で
親
子
の
世
界
を
大
き
く
広
げ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。

　

親
と
子
の
心
の
距
離
を
縮
め
、
そ
し
て
そ
の
こ
と
が
、
子
ど
も
の
心
に
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
す
も
の
だ
と
い
う
こ
と
が
言
え
る
。
母
と
子
ど
も

が
静
か
に
同
じ
テ
ー
マ
で
子
ど
も
と
と
も
に
微
笑
み
、
或
い
は
涙
ぐ
み
感
動
に
浸
る
。
読
書
に
お
け
る
感
動
と
い
う
こ
と
は
、
極
め
て
大
切
な
こ

と
で
あ
り
、
こ
れ
が
読
書
習
慣
へ
の
環
境
づ
く
り
の
一
環
に
な
る
の
で
あ
る
。
本
好
き
に
な
る
か
ど
う
か
は
、
幼
い
日
の
家
庭
環
境
と
極
め
て
深

い
関
係
を
も
つ
こ
と
に
な
り
、
絶
え
ざ
る
繰
り
返
し
と
、
長
い
時
間
が
必
要
に
な
る
と
い
う
こ
と
を
知
っ
て
お
く
こ
と
が
大
事
に
な
る
。

　
「
テ
レ
ビ
や
マ
ン
ガ
で
は
味
わ
え
な
い
喜
び
を
知
っ
て
も
ら
い
た
い
」
と
、
語
っ
て
い
る
。

　

マ
ン
ガ
は
、
副
食
物
で
あ
り
、
マ
ン
ガ
よ
り
質
の
違
っ
た
世
界
を
味
わ
わ
せ
、
そ
れ
に
興
味
を
も
た
せ
る
こ
と
の
ほ
う
が
効
果
的
で
あ
る
と
い

う
。
運
動
を
は
じ
め
て
か
ら
、
マ
ン
ガ
を
読
む
量
、
テ
レ
ビ
に
か
じ
り
つ
く
量
が
ぐ
っ
と
減
っ
て
来
た
と
い
う
か
ら
驚
き
で
あ
る
。

　

久
保
田
喬
彦
氏
に
よ
れ
ば
、「
母
と
子
の
二
十
分
間
読
書
運
動
」
の
第
一
号
実
験
台
だ
っ
た
と
著
書
に
記
し
て
い
る
。
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夕
食
準
備
前
の
母
と
子
の
読
書
は
、
私
の
小
学
校
一
、
二
年
ご
ろ
ま
で
母
が
読
ん
で
く
れ
、
三
、
四
年
ご
ろ
か
ら
は
、
夕
食
準
備
を
し
て

い
る
母
の
そ
ば
で
私
が
声
を
出
し
て
読
む
の
で
あ
る
。
母
も
聞
き
な
が
ら
、
疑
問
が
生
ず
る
と
、「
そ
こ
、
い
ま
一
度
、
ゆ
っ
く
り
読
ん
で

み
て
」「
い
ま
読
ん
だ
字
は
、
ま
ち
が
い
で
は
？
」
と
声
を
か
け
…
（
中
略
）
母
と
子
が
台
所
で
本
を
読
む
の
が
、
わ
が
家
の
習
慣
と
な
っ

て
い
っ
た）

（（
（

。

　
「
母
と
子
の
二
十
分
間
読
書
運
動
」
の
成
果
に
つ
い
て
、

　

読
書
力
が
伸
び
た
と
評
価
し
、
読
書
を
通
じ
て
親
子
関
係
が
良
好
に
な
っ
た
と
い
う
の
で
椋
が
期
待
し
て
い
た
通
り
で
あ
る
。
ま
た
、
マ
ン
ガ

ば
か
り
読
ん
で
い
た
子
ど
も
た
ち
が
自
ら
進
ん
で
本
を
読
む
よ
う
に
な
り
「
マ
ン
ガ
本
が
売
れ
な
く
な
っ
た
」
と
い
う
事
態
も
生
ま
れ
た
ほ
ど
で

あ
る
。

　

県
立
図
書
館
が
な
し
得
る
地
域
へ
の
サ
ー
ビ
ス
活
動
を
次
々
に
し
か
も
活
発
に
展
開
し
実
践
し
て
い
く
。
そ
の
中
の
一
つ
が
鹿
児
島
県
の
み
な

ら
ず
日
本
全
国
に
大
き
な
輪
と
な
っ
て
広
が
っ
た
「
母
と
子
の
二
十
分
間
読
書
運
動
」
で
あ
り
、
大
き
な
成
果
を
お
さ
め
た
こ
と
は
周
知
の
事
実

で
あ
る
。

　

一
九
八
〇
（
昭
和
五
十
五
）
年
度
全
国
図
書
館
大
会
が
「
地
域
の
文
化
と
図
書
館
を
考
え
る
」
を
テ
ー
マ
に
十
月
三
十
日
か
ら
三
日
間
の
日
程

で
鹿
児
島
県
で
開
催
さ
れ
た
。
開
会
式
で
は
、
大
会
会
長
鎌
田
要
人
県
知
事
ら
の
挨
拶
の
後
、「
母
と
子
の
二
十
分
読
書
運
動
」
な
ど
図
書
館
活

動
に
功
績
の
あ
っ
た
元
鹿
児
島
県
立
図
書
館
長
と
し
て
日
本
図
書
館
協
会　
浜
田
敏
郎
理
事
長
よ
り
感
謝
状
が
贈
呈
さ
れ
て
い
る
。

六　

お
わ
り
に

　

椋
が
鹿
児
島
県
立
図
書
館
長
時
代
に
発
案
し
、
実
践
し
た
「
母
と
子
の
二
十
分
間
読
書
運
動
」
は
、
わ
が
国
の
読
書
運
動
の
さ
き
が
け
と
も
な
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っ
た
。
児
童
文
学
作
家
で
あ
り
、
教
師
の
経
験
が
あ
っ
た
椋
に
と
っ
て
「
母
と
子
の
二
十
分
間
読
書
運
動
」
は
、
図
書
館
行
政
と
教
育
行
政
が
協

力
し
た
と
こ
ろ
で
生
ま
れ
た
こ
と
に
よ
る
と
言
っ
て
よ
い
と
考
え
る
が
、
椋
文
学
の
根
底
に
あ
る
美
意
識
を
彼
は
読
書
に
よ
っ
て
子
ど
も
の
心
に

育
て
よ
う
と
し
た
。
そ
の
意
味
に
お
い
て
読
書
運
動
は
椋
文
学
に
重
要
な
位
置
を
占
め
て
い
る
と
言
え
る
。「
農
業
文
庫
」
に
関
し
て
は
、
日
頃

か
ら
本
を
読
む
習
慣
の
少
な
い
農
村
部
の
人
々
に
と
っ
て
本
を
読
む
と
い
う
行
為
に
は
繋
が
ら
な
か
っ
た
。
行
政
に
よ
り
読
書
習
慣
は
整
え
ら
れ

た
が
、
利
用
す
る
住
民
の
主
体
的
読
書
意
欲
が
希
薄
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
椋
は
、
作
家
で
あ
る
と
同
時
に
、
優
れ
た
教
師
で
も
あ
り
、
卓

越
し
た
図
書
館
人
で
も
あ
っ
た
。
ま
た
、
創
作
だ
け
で
な
く
「
日
高
山
伏
物
語
」
や
「
日
当
山
侏
儒
物
語
」
な
ど
の
民
話
の
再
話
も
手
が
け
た
。

そ
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
時
、
そ
れ
ぞ
れ
の
場
所
で
己
の
職
を
果
し
、
社
会
に
大
き
な
貢
献
を
し
、
足
跡
を
残
し
た
と
考
え
る
。

　

一
九
六
六
（
昭
和
四
十
一
）
年
三
月
、
鹿
児
島
県
立
図
書
館
長
を
辞
任
、
鹿
児
島
女
子
短
期
大
学）

（（
（

教
授
兼
図
書
館
長
に
就
任
し
、「
児
童
文
学
」

と
「
読
書
指
導
」
を
一
九
七
八
（
昭
和
五
十
三
）
年
ま
で
教
え
て
い
る
。

　

椋
鳩
十
記
念
館
が
故
郷
・
信
州
喬
木
村
と
鹿
児
島
県
姶
良
市
に
あ
る
。

　

長
野
県
下
伊
那
郡
喬
木
村
に
は
、
一
九
八
九
（
平
成
元
）
年
、
生
家
跡
の
墓
地
に
椋
鳩
十
胸
像
が
建
立
さ
れ
て
い
る
。
一
九
七
九
（
昭
和

五
十
四
）
年
、
椋
夫
妻
は
喬
木
村
の
地
に
別
荘
を
建
て
、
夏
季
に
訪
れ
て
い
た
と
い
う
。
一
九
八
七
（
昭
和
六
十
二
）
年
十
一
月
に
は
、
喬
木
村

名
誉
村
民
第
一
号
に
推
挙
さ
れ
て
い
る
。
一
九
九
二
（
平
成
四
）
年
八
月
に
椋
鳩
十
記
念
館
・
図
書
館
が
開
館
し
て
い
る
。

　

鹿
児
島
県
姶
良
市
の
椋
鳩
十
文
学
記
念
館
は
一
九
九
〇
（
平
成
二
）
年
六
月
に
開
館
し
て
い
る
。
ま
た
、
鹿
児
島
県
立
図
書
館
前
庭
に
は
、
昭

和
五
十
八
年
建
立
の
椋
鳩
十
文
学
碑
「
感
動
は
人
生
の
窓
を
開
く）

（（
（

」
が
あ
り
、
姶
良
郡
加
治
木
町
反
田
に
は
昭
和
五
十
八
年
建
立
の
「
力
一
杯
今

を
生
き
る
」
の
碑
文
が
あ
る
。
両
記
念
館
に
お
い
て
は
、
例
年
の
行
事
と
し
て
読
書
感
想
文
コ
ン
ク
ー
ル
を
実
施
し
て
い
る
。

注（
１
）「
図
書
館
法
」
公
立
図
書
館
に
関
す
る
法
律
で
「
社
会
教
育
法
」
第
９
条
第
２
項
を
受
け
て
一
九
五
〇
（
昭
和
25
）
年
に
公
布
さ
れ
た
。
対
象
と
す
る
図
書
館
は
、
地
方
公
共
団
体
が
設
置

す
る
公
立
図
書
館
と
日
本
赤
十
字
社
又
は
一
般
社
団
法
人
若
し
く
は
一
般
財
団
法
人
が
設
置
す
る
私
立
図
書
館
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
図
書
館
に
つ
い
て
、
定
義
と
役
割
、
サ
ー
ビ
ス
、
専

門
的
職
員
と
し
て
の
司
書
及
び
司
書
補
の
資
格
、
国
及
び
都
道
府
県
の
役
割
な
ど
を
定
め
る
。



作
家
活
動
と
図
書
館
運
営

一
九
八

（
２
）『
南
海
物
語
』
ジ
ャ
ッ
ク
・
ロ
ン
ド
ン
自
身
の
南
太
平
洋
で
の
航
海
の
体
験
を
描
い
た
作
品
。

（
３
）
鳥
越
信
氏
と
の
対
談
「
日
本
児
童
文
学
」
一
九
八
〇
（
昭
和
55
）
年
６
月
号
特
集
＝
椋
鳩
十
の
世
界

（
４
）「
難
し
い
山
」『
椋
鳩
十
の
本
』
第
21
巻
（
昭
和
57
年
９
月
）
理
論
社

（
５
）
山
窩
と
は
、
日
本
の
山
間
部
を
生
活
の
基
盤
と
し
、
山
野
を
渡
り
歩
く
漂
泊
民
の
こ
と
。
山
の
民
の
躍
動
的
な
生
き
様
が
作
品
に
ほ
と
ば
し
る
。

（
６
）「
東
京
新
聞
」（
昭
和
45
年
12
月
20
日
）
た
か
し
よ
い
ち
著
『
椋
鳩
十
の
世
界
』　
一
九
八
八
（
昭
和
63
）
年
１
月　
理
論
社

（
７
）
春
秋
社
「
性
描
写
と
無
頼
放
浪
の
徒
を
扱
っ
て
い
る
」
と
し
て
発
売
禁
止
と
な
っ
た
。

（
８
）
編
集
長
の
須
藤
憲
三
氏
の
熱
心
な
勧
め
を
受
け
児
童
向
け
の
動
物
物
語
を
書
く
。

（
９
）
一
九
七
〇
（
昭
和
45
）
年
大
日
本
図
書
。
国
際
ア
ン
デ
ル
セ
ン
賞
国
内
賞
受
賞
・
児
童
福
祉
文
化
奨
励
賞
受
賞
・
赤
い
鳥
文
学
賞
受
賞
。

（
10
）『
聞
き
書
き
・
椋
鳩
十
の
す
べ
て
』
本
村
寿
一
郎
著
一
九
八
三
（
昭
和
58
）
年
10
月　
明
治
図
書

（
11
）
一
九
七
一
（
昭
和
46
）
年
ポ
プ
ラ
社

（
12
）『
椋
鳩
十　
全
集　
第
12
巻
』
一
九
八
五
（
昭
和
60
）
年
３
月　
ポ
プ
ラ
社

（
13
）『
日
高
山
伏
物
語
』
一
九
五
五
年
（
昭
和
30
年
８
月
６
日
～
10
月
31
日
）「
南
日
本
新
聞
」
掲
載
。

（
14
）『
日
当
山
侏
儒
物
語
』
一
九
五
四
年
（
昭
和
29
年
10
月
５
日
～
11
月
14
日
）「
南
日
本
新
聞
」
掲
載
。

（
15
）
重
成
格
知
事
の
こ
と
。
昭
和
22
年
初
め
て
の
知
事
選
挙
で
当
選
、
26
年
再
選
さ
れ
任
期
満
了
ま
で
前
後
10
年
間
に
わ
た
り
知
事
を
努
め
た
。

（
16
）「
南
日
本
新
聞
一
九
四
七
（
昭
和
22
）
年
11
月
13
日　
南
日
本
新
聞
社

（
17
）『
社
会
教
育
』「
あ
の
こ
ろ
の
思
い
出
」
た
か
し
よ
い
ち
著
『
椋
鳩
十
の
世
界
』
一
九
八
八
（
昭
和
63
）
年
１
月　
理
論
社

（
18
）『
近
代
日
本
図
書
館
の
歩
み　
地
方
篇
』
一
九
九
二
（
平
成
４
）
年
３
月　
日
本
図
書
館
協
会

（
19
）『
図
書
館
雑
誌
』
57
・
一
九
六
三
（
昭
和
38
）
年
９
月

（
20
）『
図
書
館
界
』
14
・
一
九
六
三
（
昭
和
38
）
年
４
月

（
21
）『
近
代
日
本
図
書
館
の
歩
み　
地
方
篇
』
一
九
九
二
（
平
成
４
）
年
３
月　
日
本
図
書
館
協
会

（
22
）『
人
・
出
会
い
の
す
ば
ら
し
さ
︱
椋
鳩
十
の
わ
ん
ぱ
く
時
代
』
一
九
九
〇
（
平
成
２
）
年
２
月　
あ
す
な
ろ
書
房

（
23
）『
父　
椋
鳩
十
物
語
』
一
九
九
七
（
平
成
９
）
年
６
月　
理
論
社

（
24
）
鹿
児
島
市
内
に
あ
る
私
立
短
期
大
学
。
一
九
六
五
（
昭
和
40
）
年
に
設
置
さ
れ
た
。
２
学
科
５
専
攻
と
１
学
科
か
ら
な
る
。
椋
に
関
す
る
資
料
が
附
属
博
物
館
に
保
存
さ
れ
て
い
る
。

（
25
）『
新
訂
増
補　
全
国
文
学
碑
総
覧
』
二
〇
〇
六
（
平
成
18
）
年
12
月　
日
外
ア
ソ
シ
エ
ー
ツ




