
高
村
光
太
郎

の
言
説
に
お
け
る

「
生
」

六
人
部

昭

典

要

旨

ラ
ギ

イ

ラ
ヰ

イ

高
村
光
太
郎

は

一
九
〇

六

(明
治
三
十
九
)
年

に
フ
ラ

ン
ス
か
ち
帰
国
す

る
と
、
「
生
」
の
語
を
鍵

に
芸
術
言
説
を
活
発

に
発
表
し

て
ゆ
く
。

こ
の

「
生
し

は

当
初
、
作
品
の
内
容
に
関

わ

っ
て

い
た
が
、
印
象
派
以
後

の
芸
術

の
受
容
を
介
し

て
、
作
家
自
身

の
生
き
方

(生
活
や
人
生
)

に
関
わ
る
も

の

へ
と
移
行
す
る
。
そ

D

い
の
ち

し
て
高
村

は

「
生
」

の
語
を
用

い
る
よ
う
に
な

る
。

こ
の
経
緯

に
は
、
西
洋

の
思
想
と
日
本

の
伝
統

の
間

で
自
ら

の
芸
術
観
を
確

立
し

よ
う

と
し
た
高
村

の
模
索

ー

の

一
面
が
窺
わ
れ
る
。

キ
ー
ワ
ー
ド

u
高
村
光
太
郎

生

芸
術
言
説



高
村
光
太
郎

の
言
説
に
お
け
る

「生
」

序

高
村
光
太
郎

(
一
八
八
三
-

一
九
五
六
)
は

一
九
〇
六

(
明
治
三
十
九
)
年

か
ら

ニ
ュ
ー

ヨ
ー
ク
、

ロ
ン
ド

ン
、

パ
リ
に
留
学
し
、

一
九
〇
九

(明
治
四
十
二
)

年
に
帰
国
す
る
。
高
村
は
帰
国
後
す
ぐ

に
、
詩
、
作
品
制
作

(主

に
彫
刻
)
、
芸
術
言
説
、
翻
訳

と
い
う

多
様
な
分
野
に
わ
た
る
活
動
を
展
開
し

た
。
特

に
三
番
目

の
芸
術
言
説

の
分
野

は
、
帰
国
直
後

の
明
治
末
期

か
ら
大
正
時
代

に
か
け

て
の
時
期
に
も

っ
と
も
多

く
発
表
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
時
代

に
は
、
高
村
が
帰
国
し
た
年

に

『
ス
バ

ル
』
が
、
翌
年
に
は

『
白
樺
』

『三

田
文
学
』

が
創
刊
さ
れ
、
美
術
や
文
学
を

め
ぐ

る
言
説

が
興
隆
し
た

の
だ

っ
た
。
高
村
も
そ

の

一
翼
を
担

っ
た
わ
け

だ
が
、

こ
の
時
期

の
彼

の
言
説
を
見

る
と
、
「
生
」

あ
る

い
は
そ
れ
に
関
わ
る
語

(「
生
命
」
等
)
が
し
ば
し
ば
用

い
ら
れ
て

い
る

こ
と
に
気

づ
か
さ
れ
る
。

こ
う

し

た
傾
向

は
同
時
代

の
高
村
以
外

の
文
章

に
も
認
め
ら
れ
、

一
九

一
四

(大
正
三
)
年

に
は
、
石
井
柏
亭
ら

と
高
村

の
間
で

い
わ
ゆ
る

「
生

の
芸
術
論
争
」
を
引
き
起

こ
す

こ
と
に
な
る
。
本
稿
で
は
、
高
村
光
太
郎

の
言
口
説

に
お
け

る

「生
」
と
そ
れ
に
関
わ
る
語

(多

く
の
場
合
、

高
村
は
こ
れ
ら

の
語

に
ル
ビ
を

つ
け

て
用

い
て
い

幻

る
)

の
使
用

に
焦
点
を
当

て
る

こ
と
に
よ

っ
て
、
彼

の
芸
術
思
想

の

一
面
を
考
察
し
た

い
と
思
う
。

ー

ラ
ギ
イ

一
、

「

生

」

高
村
光
太
郎

は

一
九

一
〇

(明
治
四
十
三
)
年

一
月

に
、

「
第
三

同
文
部
省
展
覧
會

の
最
後

の

一
瞥
」
と
題
し
た
展
覧
会
評
を

『
ス
バ

ル
』

に
発
表
し
て

い
る
。

彼
は
出

品
作

の
多

く
に

「物

々
し

い
」
主
題
が
見
ら

れ
る
こ
と
を
批
判
し
て
、
次

の
よ
う

に
述

べ
る
。

ラ
ヰ
イ

彫
刻

は
彫
刻
で
可

い
の
だ
。
指

一
本

で
も
足

一
本

で
も
澤
山
な

の
だ
。
生

の
無

い

「
思

ひ
入
れ
」

は
下
手
な
筋
書
き
を
見

て
ゐ
る
様
な
氣

が
し
て
、
馬
鹿
馬
鹿

ち

か

コ
ン
ス
ト
ラ
ク
シ
ョ
ン

し
く
て
な
ら
な

い
も

の
だ
。
藝
術

は
文
句
無

し
に
直
接

に
感
じ

て
來
な
く
て
は
面
白
く
な

い
。
彫
刻
な
ら
彫
刻

の
技
巧
、
↓
O
ご
O
出
閏
と
か
、

構

造

と
か
、

(
1
)

表

面
の
燭
感

と
か
、
色
感
畳

の
調
和
と
か
が
直
ぐ

に
或
る
感
じ
を
人
に
與

へ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

こ
の
文
章

に
は
作
品
評
価

に
お
け
る
高
村

の
基
本
的
姿
勢

が
窺
わ
れ
る
。
特

に
、
自
ら
も
彫
刻
を
制
作

し
た
実
作
者
と
し
て
の
高
村

の
眼
が
感
じ
ら
れ
る
だ
ろ
う
。



ラ
ヰ

イ

そ
し
て
高
村

は
作
品
評
価

の
核

と
し

て
、
「
生
」

の
語
を

用

い
て

い
る
。
「
生
」

に

「
ラ

ギ
ィ
」
と

い
う

ル
ビ
を

つ
け
た
も

の
で
あ
り
、
高
村

は

フ
ラ

ン

ス
語

の

「
冨

く
凶Φ
」

に
相
当
す
る
語

(も
し
く
は
翻
訳
語
)
と
し
て
、
「
生
」
を
使
用
し
て

い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

い
ず
れ
も
平
易
な
語

で
あ

る
が
、

一
応
意
味
を
確

認
し
て

(
2
)

お

こ
う
。
手
元

の
辞
書
で
は
、

フ
ラ

ン
ス
語

の

「
冨

≦
①
」

の
主

な
意
味
と
し

て
、
「①
生
命

命

②

活
気

③
生
涯

一
生

④
人
生

⑤
生
活

⑥
生
活
費
」

が
挙
げ
ら
れ
て

い
る
。
整
理
す
る
と
、
コ
P
≦
Φ
L

の
意

味
は
、
「
生
命
」

に
関

わ
る
も

の

(①
②

)
と

「
人
生
」
や

「
生
活
」
に
関

わ
る
も

の

(③
④
⑤
⑥

)

の
二

種
に
大
別
で
き
る
だ
ろ
う

か
。

一
方
、
日
本

語

の

「生
」

に

つ
い
て
は
、
漢
字

の

「
生
」

の
意
味

と
し

て
、
「
①

い
き
る

い
か
す

②

い
き
な
が
ら

③

い
の
ち

(
3
)

生
命

④

い
き
も
の

⑤
く
ら
し

生
活

⑥
な
ま

⑦
う

ま
れ
る

う
む

⑧
う

ま
れ
な
が
ら

⑨

は
え
る
」
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。
ま
た
字

の
成
り
立
ち
に

つ

(
4
)

い
て
は
、
「
草
木

が
地
上

に
生
じ

て
き
た
さ
ま

に
か
た
ど
り
、

は
え
る

・
い
き
る

の
意
味
を
表
す
」

と
説

明
さ
れ

て

い
る
。

こ
の
よ
う

に

「生
」

は
大
変
広

い
意
味

を
含
む
。
そ
し
て

「
生
」

は
そ
れ

一
字

で
用

い
ら
れ

る
こ
と
は
少
な
く
、
「
生
命
」

「
生
活
」

の
よ
う

に
他

の
漢
字
と
組

み
合
わ
さ
れ
て
熟
語
を
形
成
し
、
よ
り
限
定

的
、
具
体
的
な
意
味
を
示
す

こ
と
が
多

い
と
思

わ
れ

る
。

高
村

は

コ
9。
<
同Φ
L

が
二
種

に
大
別

さ
れ
る
意

味
を
合
わ

せ
持

つ
こ
と
を
踏
ま
え
て
、
「
生
」

と
い
う
語
を
選

び
、
「
ラ

ヰ
イ
」
と

ル
ビ
を

つ
け

て
用

い
た
の
だ
ろ

う
。
も

っ
と
も
、

こ
の
よ
う

に
外
国
語
に
由
来
す

る
ル
ビ
が

つ
け
ら
れ
て
日
本
語

(漢
字
)
が
使
わ
れ
る
場
合
、
私
た
ち
は
外
国
語
と
日
本
語

の
意
味

の
広

が
り
と

重
な
り
合

い
の
中

で
、
語
を
読
み
取
る

こ
と
に
な

る
。
さ
ら
に

「
生
」

は
フ
ラ

ン
ス
語
の

コ
鋤
く
圃①
L
に
較

べ
て
、
非
限
定
的

で
多
様

な
意
味
を
含

む
。

こ

の
た
め

ラ
ギ
イ

ラ
ヰ

イ

高
村

が
用

い
た

「
生
」
は
豊

か
な
意
味

の
広

が
り
を
示
す
も

の
の
、

一
方

で
は
曖
昧

さ
を
伴
う
。
実
際
、
先

に
引
用
し
た
文
章

で
も
、
「
生
」

の
意
味

は
明
確

だ

と
は
言
え
な

い
。

こ
の
展
覧
会
評

の
他

の
例
を
見

て
み
よ
う
。
物

々
し

い
・王
題

が
多

い
中

で
、
高
村

は
朝
倉

文
夫

の
出

品
作

《
猫
》

に
注
目
す
る

の
だ
が
、
「
此

の

ラ
ヰ

イ

(5

)

作
に
大
き
な
債
値

が
無

い
の
は
、
深

み
が
無

い
か
ら

だ
。

猫
の
後
ろ
に
動
物
が
無

い
か
ら
だ
。
猫

の
背
後

に
本
當

の
生

が
無

い
か
ら
だ
」
と
批
判
を
加
え

て
い
る
。

別
な
箇
所

で
は
次
の
よ
う
な
文
章
も
見
る

こ
と
が
で
き
る
。

ラ
ヰ
イ

作

の
力
と

い
ふ
の
は
生

の
力

の
事

だ
。
作

つ
た
像
が
力

の
あ
る

べ
き
形
を
し

て
居

て
も
こ
の
力
が
無
け
れ
ば
カ

ル
メ
ラ
が
膨
れ
上

つ
て
居
る
様
な
も

の
に
な

つ

ラ
ヰ
イ

(
6
)

て
し
ま
ふ

の
だ
。

[
…
…
]
結
局

は
や
は
り
生

の
放
射

物

で
な
け
れ
ば

つ
ま
ら
な

い
。

[
…
…
]

ω
団
竃
し口
O
口

O
な
藝
術
品
も
第

一
に
藝

術
品
と
し

て
の
債
値

が
無

く
て
は
話

に
な
ら
ぬ
。
藝
術
品

と
し

て
生
命

が
な

い
と
き

に
は
軍
純
な

ω
磯
竃
しd
O
口
O
に

高
村
光
太
郎
の
言
説
に
お
け
る

「生
」

(3)



高
村
光
太
郎
の
言
説
に
お
け
る

「生
」

な

つ
て
し
ま

ふ
。
昔

の
密
教

の
偶
像

は
幾
重

に
も
複
雑

し
た

ω
肖
竃
切
O
目
に
固

つ
て
來

て
ゐ
る
。
併
し
、
此
等

の
偶
像

の
傑
作

の
よ

い
所
以

は
其

の

ω
磯
寓
-

ラ
ヰ
イ

(
7
)

じd
O
ピ
に
基

い
て
居

る
の
で
は
な

い
。
ω
団
ζ
じU
O
い
の
容
器

に
溢

れ
み
な
ぎ

つ
て
居
る
生

の
力

に
よ
る
の
で
あ

る
。

ま
た
高
村
は
、
荻
原
守
衛

の
出
品
作

《
北
条
虎
吉
氏
肖
像
》
を

「會
場
中

で
最
も
よ

い
と
認

め
る
藝
術
品

で
あ
る
」

と
評
価
し
、
そ

の
理
由

に
つ
い
て
、
「
諸
質

が

一
團
と
な

つ
て
、
此
迄

の
作
品
に
見
ら
れ
な
か

つ
た
人
間

の
情
緒
を
此

の
作

に
含
ま
せ
た
。
此
所

が
債
値

の
あ
る
所

で
あ
る
。
此

の
作
に
は
人
間
が
見
え
る

の
だ
。

從

つ
て
・
蛋

ガ

ほ

の
め

い
て

い
る

の
(8
)
だ
」

と
述
べ
る
・

こ
れ
ら

の
例

で
直

「
.蟹

の
意
味

は
必
ず

し
も
明
瞭

で
は
な

い
だ
う
え

た
だ
用
例
を
検
討
す

る
と
、

こ

ラ
ヰ

イ

の
批
評
文
中

の

「
生
」

は
、

フ
ラ

ン
ス
語

の

コ
麟
≦
Φ
L

の
二
種

の
意
味

の
う

ち

「
生
命
」
に
関

わ
る
意
味

が
強

い
よ
う

だ
。

た
だ
、
最
後

の

《
北
条

虎
吉
氏
肖

ラ
ヰ
イ

像
》

の
批
評

で
は
、
像
主

(対
象
)
で
あ
る
人
物

の

「
生
活
」
や

「
人
生
」

の
意
味
合

い
も
認

め
ら
れ
る
。
そ
し
て

「
生
」

は
主

に
作
品

の
内
容

と
関
わ
り
、

フ

ォ
ル
ム

(形
式

)
と
結

び
あ

っ
て
、

「藝

術
品
と
し
て
の
憤
値
」
や

「
生
命
」
を
作
り
出
す
も

の
と
考
え
ら
れ
て

い
る
の
で
あ

る
。

ラ

ヰ
イ

ラ

ヴ
イ

ラ

ヰ
イ

ニ

、

「
生

命

」

「
生

命

」

と

「
生

活

」

(4)

　
　
　

高
村
は

一
九

一
〇

(明
治
四
十
三
)
年
七
月

に

『
早
稲
田
文
學
』

に
発
表
し
た
文
章

で
、
藤
島
武
二
を

「↓
①
日
O
Φ
遷
日
①
暮

を
有

つ
た
書
家
」

と
評
し

て

い
る
。

彼

が
こ
こ
で
フ
ラ

ン
ス
語

の
ま
ま
用

い
た

「
↓
Φ
ヨ
b
①
鑓
ヨ
①
暮
」

[注

"
冨
日
O
曾
餌
ヨ
o
口
θ
気
質
]
は
、

エ
ミ
ー

ル

・
ゾ

ラ
が
掲
げ

た
自
然
主
義

の
要

と
な

る
語

で
あ

る
。
高
村
は
こ
の
時
期
、
留
学
中

に
吸
収
し
た
西
洋

の
思
想

と
対
峙
し
、
そ
れ
を
消
化
し
な
が
ら
、
彼
自
身

の
芸
術
観
と
そ

の
拠
り
所

と
な
る
近
代
的
自
我
を
確
立

し
よ
う
と
し
て

い
た
の
だ

っ
た
。
同
じ
年

の
四
月
に
は
有
名

な

「
緑
色

の
太
陽
」

が

『
ス
バ
ル
』
に
発
表
さ
れ

て
い
る
が
、
高
村

は
そ

こ
で
は
、
「
僕

は
藝
術
界

の

絶
封

⑳
印
ト
厳
ダ
ー求

め
て
ゐ
る
。
從

つ
て
、
藝

術
家

の
勺
国
幻
ω
O
国
Z
口

O
=
丙
国
H目

[
注

"
℃
国
幻
ω
O
国
Z
口
O
出
閑
日

↓

人
格
]

に
無
限

の
権
威
を
認

め
よ
う

と
す

る
も

の
で
裁

」

と
・
文
中

に

ル
ビ
や
原
語

の
形

で
ド
イ

ッ
語
を
用

い
て
・
自
ら

の
考

え
皇

張
し
た
.
も
ち
ろ
ん
、
-
.盤

と

い
う

語
を
使

っ
た

の
戦

こ
う

し

た
試
み
の
ひ
と

つ
だ

っ
た
だ
ろ
う
。
高
村

は

「
↓
Φ
日
ロ
o
鎚
日
①
ロ
け
を
有

つ
た
書
家
」

と
評
価
し
た
藤
島
に
次

の
よ
う
な
疑
問
を
投
げ
か
け
て

い
る
。

何

か
ま
だ
物
足
り
な

い
所

が
あ
る
や
う

に
感
じ
ら
れ
る
の
は
前

に

い
つ
た
鋭

い
自
然

の
洞
察

が
足
ら
な

い
か
ら

で
は
あ

る
ま

い
か
。
国
ω
o
葺

℃
伽
鼠
嘗
m
暮

の
不

ラ
ヰ

イ

 足
に
蹄
因
す

る
の
で
は
あ

る
ま

い
か
。
色

の
跳
躍

の
奥

に
生

の
跳
躍

が
見
え
な

い
。
自
然
が
無
機
的

に
解
繹
さ
れ
て
ゐ
る
。
自
然

の
中

に
歩
み
入

つ
た
所

が
見



え
な

い
。

[
…
…
]
作
家
が
そ

の
眼

に
う

つ
つ
た
自
然

の
美
し
さ
に
酔

つ
て
其
色

の
面
白
味
み
や
構
圖

の
面
白
味
を
書
面
に
再
現
す
る
愉
快
さ
に
氣
を
取
ら
れ
、

ラ

ヰ
イ

(
11
)

其
色

の
中

に
動

い
て
ゐ
る
自
然

の
生
命
を
捉

へ
損
じ

た
傾

き
が
あ
る
。

こ
こ
で
も
、

「国
ω
胃
津

℃
9
偉
鎚
口
ご

(洞
察
精
神
)
と

い
う

フ
ラ

ン
ス
語

が
原
語

の
ま
ま
使
わ
れ
て
い
る

の
を
見
る

こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
高
村

は
文
章
中

で
、

ラ
ヰ

イ

同

じ

「
ラ

ヰ

イ
」

と

い
う

ル

ビ
を

「
生
」

と

「生

命

」
、

二

つ

の
語

に

つ
け

て

い

る
。

こ
の
う

ち
、

前

者

の

「
生

」

は
作

品

の

フ

ォ

ル

ム

に
関

わ

り
、

後

者

の

ラ

ヰ
イ

「
生
命
」

は
描

か
れ
る
対
象

に
関

わ
る
も

の
で
あ
る
だ
ろ
う
。
先

に
見

た
よ
う

に
、
「生
」

の
語

は
非
限
定
的
な
広

い
意

味
を
も

つ
。
お
そ
ら
く
高
村

は
、
後
者

に

つ

ラ

ヰ
イ

い
て
、
よ
り
限
定
さ
れ
た
意
味
を
示
す

た
め
に

「
生
命
」

の
語
を
用

い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

ラ

ヴ
イ

同
年
十

一
月

の

「
銀
行
家

と
叢
家

の
問
答
」
と
題
さ
れ

た
文
章

(談
話
筆
記
)

に
は
、

ル
ビ
の
表
記
が
若
干
異
な
る

「
生
命
」

の
語

が
認
め
ら
れ
る
。
高
村
は
印

象
派

が
も
た
ら
し

た
変

革
に

つ
い
て
、

「其
頃
世
に
蔓

つ
て
ゐ
た
傳
習
的

の
給
書

に
反
抗
し
て
自
然

の
氣
韻
を
生
動

せ
し

め
よ
う

と
し

た
努
力

が
基
礎
を
な
し
て
ゐ

(
12
)

る

の
だ
。
美
術

の
根
本
義

に
東
西

の
差
別
は
な

い
。
雪
舟

の
書

に
あ
る
美
鮎

は
モ
ネ

エ
の
書

に
も
あ
る
」
と
述

べ
、

こ
う
記
し

て
い
る
。

「
ふ
む
。
氣
韻

の
貴

ぶ
べ
き
は
油
書
に
於

い
て
も
同
じ
か
ね
。
古
来
氣
韻
生
動
と

い
ふ
事
は
給
書

の
第

】
義

に
な

つ
て
ゐ
た
が
、
し
て
見

る
と
、
此
も
同
じ
だ

の

ら
う
な
。
」

ー

「
そ
れ
は
さ
う

だ
。
け
れ
ど
も
、
其
庭

に
至
る
経
路
が
昔

と
今
と
は
違

ふ
。
違

ふ
の
が
当

た
り
前

だ
。
氣
韻
生
動
な

ど
と

い
ふ
言
葉

は
蝕
り
峙
が
廣
過
ぎ
る
上

ラ

ヴ
イ

ム
ウ
ヴ
マ
ン

(
13
)

に
文
字

の
内
容

が
貧

し

い
。
そ

こ
で
、
生
命
と

い
つ
て
み
る
。
あ
ら
ゆ
る
色
彩
と
動

勢

と
を
包
合
し
た
事

に
な
る
。
」

ラ

ヴ
イ

雪
舟
と

モ
ネ
を
結
び

つ
け
、
水
墨
画
や
南
画
で
重
要
視
さ
れ
て
き

た

「氣
韻
生
動
」

と

「
生
命
」

が
等
し

い
と
す
る

の
は
乱
暴
な
議
論

で
は
あ
る
。

し
か
し
高
村

は
あ
え

て
両
者
を
結

び

つ
け
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
「
東
西

の
差
別

の
な

い
」
広

い
視
野

の
中
で
芸
術

の
意
義

(「
美
術

の
根
本
義

」
)
を
考
察
し

た
か

っ
た
の
だ
ろ
う
。

私
た
ち

は
こ
こ
に
も
、
西
洋

の
思
想
と
向

か
い
合
う

中
で
芸
術
観
を
形
成
し
よ
う

と
す

る
高
村

の
模
索
を
見
る
こ
と
が
で
き

る
。

高
村
は

一
九

=
二

(大
正
二
)
年
八
月

の

「
眞
生
と
假
生
」
と

い
う

批
評

で
、
印
象

派
以
後

の
絵
画

に
言
及
し

て
次

の
よ
う

に
述

べ
て
い
る
。

印
象
派

の
後

に
、
ゴ
オ
ガ
ン
、

フ
ア
ン

ゴ
オ
ホ
等

の
所
謂
後
期
印
象

派
の
起

つ
た
の
は
當
然
な
事

で
あ

つ
た
。
人
間

の
自
畳

の
範
囲

は

一
日
も
援
大
す
る

事
を
止

め
な

い
。

フ
ァ
ン

ゴ
オ
ホ
等

の
自
覧
な
し
に
為
て
ゐ
た
事
を
今
ひ
と
は
自
覧
を
以

て
為
す
事
が
出
來
る
。
存
在

の
本
膿

へ
突
き
進

む
力
は
、
昔

か
ら

ラ

ヰ
イ

曾

て
無

か

つ
た
程

の
強
烈

さ
を
以
て
、
今
日
の
眞

に
生
活
を
有
す

る
藝
術
家

の

一
群
の
上

に
あ
ら
は
れ
て
ゐ
る
。

自
然
主
義

に
呼
磨
す
る
印
象

派
、
新
印
象
派

高
村
光
太
郎
の
言
説
に
お
け
る

「
生
」



高
村
光
太
郎

の
言
説
に
お
け
る

「生
」

の
形
式
論
か
ら
脱
却
し
て
i

堕
落
す
る
よ
り
外
殆
ど
脱
却
す
る
蝕
地
が
無
い
と
ま
で
思
は
れ
た
其
の
形
式
論
か
ら
脱
却
し
て
1

非
常
な
健
實
さ
を
以
て
猛

(
14
)

然
と
假
生
を
否
定
し

つ
つ
前
進
し
て
來

た
。
ゴ
オ
ホ
乃
至

マ
テ
ィ

ス
等
は
實
に
壮
烈

で
あ

る
。

ラ
ギ

イ

高
村

は
こ
こ
で
、
初
め
て

「
生
活
」

に

「
ラ

ギ

イ
」

と

ル
ビ
を

つ
け

て
い
る
。
当
然
、
高
村

は

「
生
」

よ
り
も
限
定

さ
れ
た
意
味
を

示
そ
う

と
し

て
、

こ
の

ラ

ヰ
イ

ラ

ヰ
イ

「
生
活
」
を
用

い
た

の
だ
ろ
う
。
そ
し
て
注
目
さ
れ
る

の
は
、

「眞

に
生
活
を
有
す
る
藝
術
家

の

一
群
」

と
述

べ
ら
れ

て

い
る
よ
う

に
、

こ
の
語

の
意
味
が
描

か
れ

る

ラ

ヰ
イ

対
象

で
は
な
く
、
描
く
主
体
、
す
な
わ
ち
画
家
自
身

の
生
活
や
人
生

に
関
わ
る
も

の
と
し

て
捉
え
ら
れ
て

い
る

こ
と
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な

「生
活
」

の
用
例

が
、

印
象
派
以
後

の
画
家
を
論
じ
る
文
脈

で
現
れ

た
こ
と
は
注
意
を
要
す

る
。
と

い
う

の
も
、
明
治
末
か
ら
大
正
初
め
に
か
け
て

の
時
代
、
高
村
と
交
友

の
あ

っ
た

『
白

樺
』

の
同
人
た
ち
を
中
心

に
、
印
象
派
以
後

(℃
o
ω亨
Hヨ
只
o
ω
ω
ご
巳
ω
房
)
の
画
家

に
対
す
る
関
心
が
急
速

に
高
ま

っ
て

い
た
か
ら

で
あ

る
。
高
村

は
文
章
中

に

「
所

謂
後
期
印
象
派
」

と
記

し
て

い
る
が
、
「
後
期
印
象
派
」
と

い
う
語
が

「
℃
0
2
山
ヨ
只
Φ
ω
ω
δ
三
ω
房
」

の
誤
訳

(な

い
し
造
語
)
と
し

て
定
着

し
て
ゆ
く

の
も
、

こ
の

経
緯

に
伴

っ
て
だ

っ
た
。

そ
し
て
彼
ら

の
関
心

の
方
向

は
画
家

の
生
き
方

(
人
生
や
生
活
)
に
傾
き
が
ち

で
あ
り
、
絵
画

(作

品
)
と
画
家

の
生

き
方
や
人
格
を
重

ね
合
わ
せ
て
論
じ

る
傾
向

が
認
め
ら
れ
る
。
特

に
フ
ァ

ン

・
ゴ

ッ
ホ
に
対
す
る
賞
賛
に
は
そ
う
し

た
傾
向

が
顕
著

だ

っ
た
。
た
と
え
ば
、
武
者

小
路
実
篤
は

一
九

一

一

(明
治
四
十
四
)
年
十
月

の

『白
樺
』

に
こ
う
記

し
て

い
る
。

「
こ
の
頃

の
自
分

の
最
も
好
き
な
書
家

は
ゴ
オ
ホ
で
あ
る
。
彼

の
給

に
は
生

の
力

が
あ

る
。
生

の

(15

)

力
そ
の
も

の
が
あ

る
氣

が
す
る
。

[
…
…
]
ゴ
オ
ホ
は
更
に

つ
き
進

ん
で
、
「
生
」
そ

の
も

の
に
ふ
れ
や
う

と
し
て
ゐ
る
L
。
ま
た
柳
宗
悦

は
翌
年

一
月

の

『
白
樺
』

に
掲
載
さ
れ
た

「
革
命

の
書
家
」

で
、

フ
ァ

ン

・
ゴ

ッ
ホ
に

つ
い
て
、
「
彼

は
書
か
ざ
る
を
得
ず

し
て
書
き
、
書
く
時

に
の
み
彼

の
生
け
る
を
感
じ

た
の
で
あ

る
。

(
16
)

彼
は
書
く
に
際
し

て
何
等

の
絵
裕
を
も
持

た
な
か

つ
た
。
彼

に
於
て
は
給
書
は
實

に
彼

そ
の
も
の
で
あ

つ
た
」
と
述

べ
、
印
象

派
以
後

の
画
家
た
ち
の
特
質
を
次

の

よ
う

に
要
約
す

る
。

彼
等

[注

u
印
象

派
以
後

の
画
家
]

の
志
す
庭

は
自
然
よ
り
起

る
印
象

の
分
解
に
非
ず

し
て
、
自
己

に
潜
む
生
命

の
綜
合

で
あ
る
。

一
言
に
し

て
云

へ
ば
、
藝

(17
)

術

は
彼
等

に
於

て
人
生
を
出
襲
鮎
と
し
蹄
着
鮎
と
し
た

の
で
あ

る
。

『白
樺
』
以
外

で
は
、
高
村
と
親
し
か

っ
た
画
家

の
岸
田
劉
生
が

一
九

=
二

(大

正
二
)
年
入
月

に
、
「
真

に
自
己

の
生
活

に
力

と
権
威
と
愛

と
を
感
じ

つ

・
其

(
18
)

生
活
を
深
め
て
行
け
な

い
人
間
に
、
ヴ
ア

ン
、
ゴ
オ
ホ
は
到
底
了
解

し
得
な

い
」
と
記

し
て

い
る
。

こ
の
よ
う

に
高
村

は
、
大

正
期

に
入
る
と
、

『白
樺
』

の
同
人

ラ

ギ
イ

た
ち
や
岸

田
劉
生

と
共
有
す

る
印
象

派
以
後

の
美
術

の
受
容

を
背
景

に
、
画
家
自
身

の
生
き
方

(人
生

や
生
活
)

に
関
わ

る
語
と
し

て

「
生
活
」
を
用

い
た

の
で

(6)



(
19
)

あ

る

。

ラ
ヰ
イ

い
の
ち

三

、

「
生

」

と

「
生

」

高
村

は

一
九

=
二

(大

正
二
)
年
十
月

に

『時
事
新
報
』

に
掲
載
さ
れ
た
展
覧
会
評

「
文
展

の
彫
刻
」
で
、
冒
頭
近
く
に
次

の
よ
う
な
文
章
を
記

し
て

い
る
。

ラ
ヰ

イ

ラ
ヰ
イ

ぜ
い
い
う

ラ

ヰ
イ

私

は
生
を
欲
す

る
。
た
だ
生
を
欲
す
る
。
其

の
鯨

の
贅
疵

は
全
く
棄
て
て
顧

み
な

い
。
生

は
た
だ

一
つ
で
あ
る
。

[…
…
]
絶
禮
絶
命

の
境
地

を
知

ら
な

い

ラ
ギ
イ

ラ

ヰ
イ

人
間

は
假
生

を
送

る
よ
り
ほ
か
途

が
な

い
。
眞

の
生
を
想
像
す
る
事
も
出
來

な

い
に
違

ひ
な

い
。
生
を
有
す
る
人
間

は

一
摩
手

一
投
足
も
皆
眞

で
あ

る
。
力
で

で

く

あ
る
。
誠

で
あ

る
。
此
を
有

せ
な

い
人
間
は
す

べ
て
木
偶

に
等
し

い
。
す

べ
て
の
修
養
、
努
力
、
技
能

は
た
だ
徒
に
負
捲
を
重
く
さ
せ
る
だ
け

の
も

の
と
な
る
。

か
か
る
者

が
、

た
ま

た
ま
藝
術

の
技
巧
を
修
得
し
て
此

に
或
る
熟
練

を
得
た
と
て
、
其

の
作
品

が
何
う
し

て
生
き
よ
う
。
私
は
作
品

の
生
命

の
有
無
を
見
て
直

ラ
ヰ
イ

ラ

ギ
イ

ち

に
其

の
作
家

の
生

の
有
無
を
見
る
事
が
出
來
る
。
又
作
家

の
生

の
有
無
を
見
て
直
ち
に
其

の
作
品

の
債
値

の
有
無
を
想
像
す

る
事
が
出
來
る
。
此

は
私

の
経

の

(20
)

験

の
教

へ
る
所

で
あ
る
。

ー

高
村
が
扱

っ
て

い
る
の
は
初

め
に
引
用
し
た

の
と
同
じ
文
部
省
展
覧
会

(文
展
)

で
あ
り
、
彼

は
こ
こ
で
、
四
年
前

の
展
覧
会
評

(掲
載
は

一
九

一
〇
年

一
月
)

ラ
ヰ
イ

ラ
ヰ
イ

の
場
合
悪

同
毛
'よ
う

に

「
生
」

の
語
を
用

い
て

い
る
。
し

か
し
前

回
と

ル
ビ
の
表
記
も
同
じ

「
生
」

で
あ
り
な

が
ら
、
意

味

の
重

心
は
、
作
品

の
内
容

で
は
な
く
、

制
作
す
る
主

体
、

つ
ま
り
作
家
自
身

の
生
き
方

に
移

っ
て

い
る
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
ま
た
今
回

の
批
評
文

で
は
こ
の
語
が
頻
繁
に
使
わ
れ
、
高
村

は
ま
さ

ラ
ヰ
イ

じ
ゆ
ん
し
ゆ

ラ
ギ
イ

に

「
生
」

に
則
し

て
出

品
作
を
論
じ

て
ゆ
く
。

た
と
え

ば
、
平
櫛
田
中

の
出
品
作

《
竪

指
》

に

つ
い
て
は
こ
う
述

べ
て

い
る
。
「
此

の
作
家
に
生

の
な

い
事

が
明

ら
か
に
見
え
て
居

る
。

[
…
…
]
私
は
此

の
作
家
か
ち
数
年
前

、
輝
宗
無
門
關

一
巻
を
贈
ら
れ
た
事
が
あ
る
。
私

は
其

一
巻

に
依

て
自
分

の
血
と
肉

と
を
耕

し
た
事

ラ
ヰ
イ

を
喜
ん

で
居

る
。

そ
し

て
今
日
此

の
作

品
を
見
る
に
及
ん
で
、
却

て
此

の
作
家

の
生

の
無

い
の
を
怪
ま
ね
ば
な
ら
な
く
な

つ
た
。

一
刀

一
筆

に
必
然
性

の
あ

る
、
確

プ
ロ
ン
テ
イ

(21

)

實
性

の
あ
る

「
自
然
」

の
意

志

に
根
ざ
し
た
生
命

の
あ

る
作
品

は
、
是

で
は
と
て
も
出
來
な

い
L
。
最
後

の
章

で
は
、
「
私

は
此

で
三
十
四
鮎

の
彫
刻

に

つ
い
て

一

ラ
ギ
イ

(22

)

通
り

の
所
感

を
述

べ
た
わ
け
で
あ
る
。
私
が

一
番
不
満
に
思

つ
て
居
る

の
は
、
各
作
家

の
生

の
鉄
乏

で
あ
る
。
各
作
家

の
眞

の
自
毘

の
不
足
で
あ
る
」

と
結
論
づ
け

ラ
ヰ
イ

る
。

こ
の
よ
う

に

「
生
」

の
意
味

の
重
心
が
前

回

の
場
合
と
は
異
な

っ
て
、
作
家

の
生
き
方

(人
生
や
生

活
)

に
移

っ
て

い
る
こ
と
は
、

フ
ァ

ン

・
ゴ

ッ
ホ
ら
、

高
村
光
太
郎
の
言
説
に
お
け
る

「生
」



高
村
光
太
郎
の
言
説
に
お
け
る

「生
」

ラ

ギ
イ

印
象
派
以
後

の
画
家

を
扱

っ
た
二
か
月
前

の
文
章

に
お
け
る

「
生
活
」

の
用
例
と
関
連
す

る
に
違

い
な

い
。
そ
し
て
高
村

は

フ
ラ

ン
ス
語

の

コ
⇔
≦
Φ
L

の
二
種

に

ラ
　ギ

イ

大
別
さ
れ
る
意
味

の
う
ち
、
「
生
命
」

に
関
わ
る
意
味
合

い
も
含
ま
せ
よ
う

と
し
て

「
生
」
を
用

い
た

の
だ
ろ
う
。

兀
.磐

の
語

は

こ
の
時

期

の
高
村

の
他

の
批
評

に
も
見

ら
れ

る
・
同
じ
月

に
発
表

さ
れ

た
批

評

で
は
、
高
村

は

兀
.盤
.の
無

い
者

に
は
眞

の
意
味

の
歩

み
が

な
曜
L
と
断

じ
て

い
る
・
ま
た
翌
月

に
は
・
当
時

の
日
本

画
の
傾
向

に

つ
い
て
、
「
生
き
て
居
な

い
で
、
す
べ
て
が
侃
偶

の
程
度
を
過
ぎ
な

い
」
と
指
摘

し
、
「
こ
れ

は
・
作
家

窮

か
ら
來
て
ゐ
る
事
で
あ
る
・
作
家
が
今
の
相
封
境
を
通
り
ぬ
け
て
絶
籍

命
の
境
地
に
到
ら
な
け
れ
ば
響

駄
目
で
鶉

」
と
批
判
す
る
。
こ
れ
ち

の
場
合
も
、
「
蛋

□

の
意
味

の
重
心

は
や
は
り
作
家

の
生
き
方
に
移

っ
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
移
行

に
あ

わ
せ
て
、
高
村

の
言
説

に

「
境
地
」
や

「
自
畳
」

の
語

が

じ
ゆ
ん
し
ゆ

多
く
見
ら
れ
よ
う

に
な
る
。
先

の
平
櫛
田
中

の

《
竪

指
》
を
論
じ
た
文
章

で
、
高
村

は
彼
か
ら

「繹
宗
無
門
關
を
贈
ら
れ
」

「其

一
巻

に
依
て
自
分

の
血
と
肉
と
を

ラ

ヰ
イ

耕
し
た
」
と
記
し

て
い
る
が
、

こ
の
経
緯
に
禅
宗
も
し
く
は
仏
教

(先

の

「生
活
」

の
語

が
使
わ
れ

た
文
章

の
表
題
に
あ

る

「眞
生
」

と

「
假
生
」
は
仏
教

で
用

い

ラ
ギ
イ

ら
れ
る
)

か
ら
得

た
示
唆
を
見
る

こ
と
が
で
き

る
か
も
し
れ
な

い
。

い
ず

れ
に
し

ろ
、
「
生
」
と

い
う
語
は
、
意
味

の
重
心

が
作
家
自
身

の
生
き
方

に
移
る

の
に
伴

　ゐ

　

っ
て
、
倫
理
的
な
側
面
が
強
く
な

っ
て
ゆ
く

の
で
あ
る
。

8ー

一
九

一
四

(大
正
三
)
年

一
月
、
画
家

の
石
井
柏
亭

は
印
象

派
以
後

の
絵
画

(特

に
フ
ァ
ン

・
ゴ

ッ
ホ
)

に
対
す

る
賞
賛

の
傾
向

に

つ
い
て
、
「
生

の
藝
術

の
主

ー

張
に
封
す

る
反
感
」
を

『太
陽
』
に
発
表
し
、
批
判
し
た
。
石
井

の
文
章

は
前
年
十
月

の
高
村

の
展
覧
会
評

「
文
展

の
彫
刻
」

に
も
言
及
し

て
お
り
、
ま
た
石
井

の

文
章
に
対
し

て
書

か
れ
た
本
間
久
雄

の

「
柏
亭
氏

の
所
論

に
」

(
『讃
責
新
聞
』
)

で
も
高
村

に
言
及
が
あ

っ
た
の
で
、
高
村

は

こ
れ
ら

に
対
し
て
、
同
年

の
二
月
と

三
月
に

「
言

ひ
た

い
事
を
言
ふ
」

(「
柏
亭
久
雄
雨
氏

の
所
論

に
關
し
て
」

の
副
題
を
付
す
)
と
題
し
た
文
章
を

『讃
責
新
聞
』

に
掲
載
、
反
論
す

る
こ
と
に
な

る
。

い
わ
ゆ
る

「
生

の
芸
術
論
争
」
と
呼

ば
れ
る
も

の
だ
が
、
本
稿

の
観
点

か
ら
高
村

の
反
論
を
見

て
み
よ
う
。
高
村

は
石
井

の
批
判

に
対
し
て
次

の
よ
う
に
答
え

て
い

る
。

石
井
柏
亭
氏

は
先

づ
生

と
い
ふ
も

の
を
至
極
外

面
的

に
理
解
し
て
、
「
生

に
基
礎
を
置

い
た
藝

術
で
な
け

れ
ば
活

力
を
鉄

い
た
淺
膚

な
も
の
に
な
る
事
は
當

然

の
話

で
あ

つ
て
事
新
し
く
言
ふ
ま

で
も
な

い
」
と
言

は
れ

て
居

る
が
、
此
は
唯
さ
う

い
ふ
概
念
を
述

べ
て
居
ら
れ
る
に
過
ぎ
な

い
。

さ
う

い
ふ
概
念

だ
け
な

い
の
ち

ら
ば
誰

に
で
も
解
り
き

つ
て
居
る
事
か
も
知
れ
な

い
。
し
か
し
事
實

は
生
そ

の
も

の
が
然
う
容
易
く
禮
得

さ
れ
得
な

い
も

の
で
あ
る
事
を
考

へ
ね
ば
な
ら
な

い
。

「
當
然

の
話

で
あ
る
」

と
い
つ
て
居
ら
れ

る
石
井
氏

の
藝

術
に
其

が
訣
け
て
居

る

の
を
見

て
も
、

こ
の
事
實

の
嚴
か
な
事

が
わ
か
る
の
で
あ
る
。
概
念
的

に
理



い
の
ち

解
を
進
め
て
行
く
氏
は
、
「
最
も
よ

い
作
品

は
悉
く
生

の
藝
術
、
生
を
根
抵
と
し
た
藝
術

で
あ
る
」

と

い
は
れ

て
居

る
が
、
此
は
生
を
持

つ
て
居

る
人
間

が
作

つ
た
藝
術
だ
か
ら

こ
そ
よ

い
の
で
あ

る
。
自
然
に
深
く
根
ざ
し
、
自
己

の
内
に
此
の
人
類

の
絶
え
な

い
泉

の
意

味
を
明
ら
か
に
強
く
感
得
し
た
藝
術
家

の
藝
術

こ
こ

だ
か
ら

こ
そ
よ

い
の
で
あ
る
。
そ
し
て
此

が
藝
術

の
債
値

の
根
本
義

で
あ
る
。

[…
…
]
氏
は
フ
ア
ン
ゴ

ツ
ホ
が
狂
死
し
た
故
を
以

て

(實

は
狂
死
で
は
な

い
)

「彼

の
生

は
寧
ろ
異
常
な
生

で
あ

つ
て
、
普
通
人

の
み
だ
り

に
範
と
す

べ
き
生

で
は
な

い
」

と

い
つ
て
居
ら

れ
る
が
、
範
と
す

べ
き
生
な

ど
と
い
ふ
も

の
は
何

虜

に
も
な

い
の
で
あ
る
。
崇
敬
す
る
事
を
以

て
範

と
す

る
事
と
な
す

の
は
腐
儒

の
考

へ
で
あ
る
。
氏

が

「
世

に
は
今
少
し
冷
静
な
生
も
有
り
得
る
し
」
と

い
ひ
、

い
の
ち

其
を

「
基
礎

と
し
た
藝
術
も
亦
決
し
て
其

の
償
値

に
於

い
て
狂
熱
的

の
生
か
ら
送
り
出
た
作
品

に
譲

る
も

の
で
な

い
」
と

い
ふ
の
は
、
生
と

い
ふ
も

の
を
生
活

い
の
ち

方
式
か
物
品
か
の
様
に
取
扱
つ
て
居
ら
れ
て
不
思
議
で
あ
る
。
生
は
世
界
に
渦
巻
い
て
居
る
の
で
あ
る
。

い
か
に
冷
静
な
外
観
を
備

へ
て
居
る
藝
術
で
も
眞

の

(
26
)

藝
術

に
生
温

い
も

の
の
あ
り
様
は
な

い
。

文
章
を

一
読
し
て
気
づ
か
さ
れ
る
の
は
、
高
村

が
彼
自
身

の
考
え
を
主
張
す
る
と

こ
ろ
で
は
、
「
生
」

に

「
い
の
ち
」
と

い
う

ル
ビ
を

つ
け
て

い
る

こ
と
だ
ろ
う
。

ラ

ヰ
イ

高
村

は
こ
れ
ま
で

「
生
」

の
語
を
用

い
て
き
た
。

そ
し
て
先

に
見

た
よ
う
に
、

一
九

=
二

(大
正
二
)
年
十
月
に
掲
載
さ
れ
た
展
覧
会
評

「
文
展

の
彫
刻
」

で
は
、

ラ

ヰ
イ

こ
の

「
生
」

の
意
味

の
重
心
は
作
家
自
身

の
人
生

や
生
活

へ
移
行

し
て

い
た
。
だ
が
、
意
味

の
重
心

が
移

っ
て
も
、
高
村

は

「生
」
が
あ
く
ま

で
フ
ラ

ン
ス
語

の

ラ
ヰ

イ

コ
鋤
く
凶①
L

の
二
種
に
大
別
さ
れ
る
意
味

の
両
方
を
も

つ
こ
と
、

つ
ま
り

「
生
命
」

に
関
わ
る
意
味
を
含
む
と
考
え
た
か
ら
こ
そ
、

「
生
」

の
語
を
用

い
た
は
ず

で
あ

ラ
ギ
イ

る
。
ま

た
高
村
が

「
生
」

と
い
う
語
に

こ
だ
わ

っ
た

の
は
、
衝
学
趣
味
な

ど
で
は
な
く
、
留
学
期
に
吸
収
し
た
西
洋

の
思
想

を
消
化
し
、
自

ら

の
芸

術
観
を
形
成

し
よ
う

と
す

る
試
み
に
ほ
か
な
ら
な

か

っ
た
。
高
村

の
反
論

は
、

石
井

の
論

が
高
村

の
批
評
文
に
も
言
及
し
て

い
た
ゆ
え
に
書
か
れ
た
も

の
で
あ
る
。
高
村

は
こ
れ

ラ
ヰ
イ

ま
で

の
よ
う

に

「
生
」

の
語
を
用

い
て
、

そ
れ

が
作
家

の
生
き
方

(
人
生
や
生
活
)
に
関
わ
る
だ
け
で
な
く
、
「
生
命
」

の
意
味
を
含

む
こ
と
を
論
理

的
に
主

張
す

べ
き
だ

っ
た
だ
ろ
う
。
少
な
く
と
も
、
「
生
」

に

つ
け
る

ル
ビ
を
唐
突

に

「
い
の
ち
」
に
代
え
た

こ
と
は
反
論

と
し

て
の
説
得

力
を
も

た
ら
さ
ず

、
む
し
ろ
議
論
を

ラ
ヰ
イ

曖
昧
に
し

て
し
ま

っ
た
と
言
わ
な
け

れ
ば
な
ら
な

い
。
高
村

は
な

ぜ
、

フ
ラ

ン
ス
語

に
基
づ
く

ル
ビ
を

つ
け
た

「
生
」

に
代
え
て
、

「
い
の
ち
」
と

い
う

和
語

の
ル

い
の
ち

ビ
を

つ
け

た

「
生

」

を
使

っ
た

の
だ
ろ
う

か
。

い
の
ち

高
村

は
芸
術

の
言
説

の
担

い
手

で
あ

っ
た
だ
け

で
は
な
く
、
彫
刻
家

で
あ
り
、
ま

た
詩
人
だ

っ
た
。
高
村

の

「
生
」

の
用
例
を
見
て
ゆ
く

と
、
右

の
文
章

に
使

わ
れ
る
前
年

に
詩

の
中

で
用

い
ら
れ
て

い
る
。

一
九

=
二

(大
正
二
)
年
六
月

の

『詩
歌
』
に
発
表

さ
れ
た

「
人
類

の
泉
」

に
、
次

の
よ
う
な

一
節
を

見
る

こ
と
が

高
村
光
太
郎
の
言
説
に
お
け
る

「生
」

(9)



高
村
光
太
郎

の
言
説
に
お
け
る

「生
」

で

き

る

。
い
の
ち

私

の
生
を
根

か
ら
見

て
く
れ
る
の
は

私
を
全
部

に
解
し

て
く
れ
る

の
は

た
だ
あ
な
た

で
す

ピ
オ

ニ

エ
エ

私
は
自
分
の
ゆ
く
道
の
開
拓
者
で
す

(27

)

私
の
正
し
さ
は
草
木
の
正
し
さ
で
す

い
の
ち

さ
ら
に
、
翌
年

一
月

に
同
じ

『詩
歌
』
に
掲
載
さ
れ
た

「
よ
ろ

こ
び
を
告
ぐ
ー

↓
○

切
゜
い
国
諺
O
=

l

」
に
も

「
生
」

の
語

が
見
ら
れ
る
。

あ
あ
、
わ
が
異
邦

の
友
よ

い
の
ち

こ
の
力

は
小
さ

い
が
、
生
あ

る
者
は
伸
び
ず

に
は
居
な

い

こ
の
根
溝

濃

曜

深
く

遠
く

細
か
文

廣
く
張
る
だ
う
つ

期

す

べ
て
の
生

か
ら
生

の
肥
料
を
求
め
る
だ
ち
う

ー

そ
し

て
、
極

め

て
の
ろ
く
、
極
め
て
た
し
か
に
、

芽
を
吹
き
、
芽
を

ふ
き
伸

び
る
だ
ら
う

い
の
ち

(
28
)

今
ま

で
見
た
事

の
な

い
生

が
姿
を
現
す
だ
ら
う

高
村

は
こ
れ
ら

の
詩
で
、
自
ら

の
生
き
方
、
あ

る
い
は
自
ら

が
求

め
る
生
き
方

に

つ
い
て
、
草
木

が
芽
を

ふ
き
、
伸

び
ゆ
く
姿

に
喩
え

て
い
る
。
「
生
」

の
字

の

成
り
立
ち

は
、
初

め

に
確
認
し

た
よ
う

に
、
「
草
木

が
地
上
に
生
じ
て
き
た
さ
ま
に
か
た
ど
り
、
は
え
る

・
い
き
る

の
意

味
を
表
す
」
と

こ
ろ
に
あ

っ
た
。
高
村

が

用
い
た
比
喩
が

「
生
」

の
字

の
成

り
立
ち

に
示
唆
を
得

た
も

の
か
ど
う

か
は
分

か
ら
な

い
。
し

か
し
自
ら
が
求

め
る
生

の
あ
り
方
を
草
木

に
喩
え

た
高
村

に
は
、

「生
」
は
和
語

の

「
い
の
ち
」
と
読

む
こ
と
が
ふ
さ
わ
し

い
と
感
じ
ら
れ
た
の
に
違

い
な

い

(
こ
れ
ま

で
の
詩

で
は
、
「
生
」
は

ル
ビ
を

つ
け
ず

に
用

い
て
、
「
せ
い
」

と
音
読

み
さ
せ
て

い
た
)
。
「
言

い
た

い
事
を
言
ふ
」

に
は
、
「
自
然
に
深
く
根
ざ
し
、
自
己

の
内

に
此

の
人
類

の
絶
え
な

い
泉

の
意
味
を

明
ら

か
に
強
く
感
得

し
た

ラ
ギ
イ

い
の
ち

藝
術
家
」

と
も
記

さ
れ

て

い
る
。

こ
の
言
説

で
、
「
生
」

に
代
え
て

「
生
」

の
語

が
使
わ
れ
た

の
は
、
直
前

の
詩

の
用
例

が
関
わ

っ
て

い
る
と
考
え

る
べ
き

だ
ろ

ラ
ギ
イ

う
。
そ
し

て
高
村

は
こ
れ
を
境

に

「
生
」

の
語
を
使
う

こ
と
は
な

い
の
で
あ

る
。



結
び

高
村
は

一
九

一
四

(大

正
三
)
年
六
月

の

「
大
正
博
覧
會

の
彫
刻
を
見

て
所
感
を
記
す
」

の
中

で
、
次
の
よ
う

に
記
し
て

い
る
。

私
は
又
白
状
す
る
。
私
は
自
然
を
信
ず

る
。
そ
し
て
自
然

の
廣
大
な
微
妙

と
深
奥

と
に

い
つ
も
新
し
く
驚
か
さ
れ
て
居

る
。
自
然

と

い
ふ
の
は
眼
前

に
動

い

て
居

る
萬
象

と
共
に
、
其

の
萬
象
を
公
約
す
る
永
遠

の
理
法

(例

へ
ば
因
果
律
其
他
)
、
其

の
永
遠

の
理
法

の

一
源

た
る
宇
宙

(世
界

の
総
禮
)

の
意
志
を

い

ふ

の
で
あ
る
。

自
然

が
何
を
為
よ
う

と
し

て
ゐ
る
か
を
計
書

の
や
う

に
知

る
事
は
出
來
な

い
。
た
だ
自
然

が
何
か
を
遂
行
し
よ
う

と
し

て
ゐ
る
の
だ
と

い
ふ
事

を
疑

ふ
事

が
ど
う
し

て
も
出
來
な

い
。
そ
の
為
よ
う
と

い
ふ
意
志
を
私
は
私
自
身

の
内
に
感
ず
る
。

[
…
…
]

藝
術
家

の
製
作

の
意
力

の
強
弱
、
純
不
純
、
又
其

の
製
作
慾

の
重
量

の
見
え
な

い
者

に
、
動
き
流
れ
る
自
然

の
命

の
把

へ
ら
れ
よ
う

が
な

い
。
自
然

の
命

と
有

(29
)

機
的
な
關
係

の
あ

る
も

の
の
出
來
よ
う

が
な

い
。

m

こ
の
文
章

で
は
、

ル
ビ
の

つ
い
て

い
な

い

「
命
」
と

い
う
語
、

「自
然

の
命
」
と

い
う

言
葉

が
使
わ
れ
て

い
る
。
そ
し

て
高
村

は

「
私
は
自
然
を
信
ず

る
」
と
語

ー

り
、
「
[自
然

の
]
為

よ
う
と

い
ふ
意
志
を
私
は
私
自
身

の
内
に
感
ず
る
」

と
記
す
。
前
章

で
確
認
し
た
よ
う

に
、
高
村
は

一
九

=
二

(大
正
二
)
年
か
ら
翌
年

に
か

い
の
ち

け

て
発
表
し

た
詩

の
中

で
、
「
生
」

に

「
い
の
ち
」
と

い
う

ル
ビ
を

つ
け
、
自
ら
が
求

め
る
生
き
方
を
草
木

に
喩

え
た
。
「
生
」

の
語

や
そ

の
比
喩

は
、

こ
の
文
章

に
見
ら
れ
る

「
自
然
を
信
ず
る
」

と

い
う
彼

の
思

い
と
重
な
り
合
う
だ
ろ
う
。
足

か
け
四
年
に
及

ぶ
留
学
か
ら
帰
国
し
た
高
村

は
、
芸
術
言
説

の
重
要
な
担

い
手
と

し

て
芸
術
論
や
展
覧
会
評
を
執
筆

し
、
ま
た
作
品
制
作

に
携
わ
る
と
と
も

に
、
多
く

の
詩
を
発
表
し
た
。
彼
は
そ
れ
ら

の
多
様
な
活
動
に
お
い
て
、
西
洋

の
思
想
と

ラ
ギ
イ

対
峙
し
、
そ
れ
を
消
化
す
る

こ
と
を
通
し
て
、
自
ら

の
芸
術
思
想

と
そ

の
拠
り
所
と
な
る
近
代
的
自
我
を
確
立
し
よ
う

と
努

め
た

の
だ

っ
た
。
「
生
」

と

い
う

語
を

用

い
て
活
発
な
美
術
批
評
を
行
な

っ
た
の
も
、
そ

の

一
環
だ

っ
た
。
ま
た
高
村
は
藤
島
武
二
を

「↓
①
日
O
臼
o
日
o
昌

を
有

つ
た
垂
家
」
と
評
し
、
彼

に

「
鋭

い
自
然

の
洞
察

が
足
ら
な

い
か
ら

で
は
あ

る
ま

い
か
。
国
ω震
評

℃
曾
偉
轟
昌

の
不
足

に
蹄
因
す

る
の
で
は
あ

る
ま

い
か
」
と
、
疑
問
を
投
げ

か
け
た

こ
と
も
あ

っ
た
。
し
か

し
右
の

「
大
正
博
覧
會

の
彫
刻
を
見

て
所
感
を
記
す
」

の
文
章
を
読
む
と
、
画
家

に

「
鋭

い
自
然

の
洞
察
」
を
求

め
た
高
村

と

「
私
は
自
然
を
信
じ
る
」
と
打
ち
明

け
る
高
村
は
、
ず

い
ぶ
ん
と
隔
た

っ
た
場
所

に
い
る
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

高
村
光
太
郎
の
言
説
に
お
け
る

「生
」



高
村
光
太
郎
の
言
説
に
お
け
る

「
生
」

こ
の
展
覧
会
評

の
最
後

に
、
高
村
は
こ
う
記

し
て

い
る
。

私

が
展
覧
會
な

ど
の
彫
刻

に
つ
い
て
初

め
て
所
感
を
書

い
て
か
ら
五
年
位
に
な
る
が
、
其
間

の
私

の
歩
み
は
か
な
り
私
に
と

つ
て
重
大
な
意
味
が
あ

る
。
私

は
私
自
身

の
含

む
多
く

の
不
純
を
し
ぼ
り
棄

て
、
眠

つ
た
も

の
を
目
覧
ま
し
め
、
戦
闘
を

つ
づ
け
、
苦
痛
に
耐

へ
つ
づ
け

て
、
自
身

の
有
す

る
い
の
ち
を

は

つ

き
り
と
把
握
す

る
に
至

つ
た
。
そ
し
て
だ
ん
だ
ん
と
交

渉

の
あ

つ
た
人
達
か
ら
離
れ
る
事

に
な

つ
て
來
た
。
す

べ
て
自
然

で
あ
る
。
初
め
て
書

い
た
私

の
所
感

(
30
)

は

一
部

の
人

を
喜
ば
せ
た
。

(そ
れ
は
文
部
省
展
覧
會

の
最
後

の

一
瞥
と

い
ふ
の
だ

つ
た
。
)
し
か
し
今
日

の
私

は
五
年
前

の
私

で
は
な

い
。

高
村

が
こ
こ
で
言
及
し
て

い
る
展
覧
会
評
は
、
彼

が
記
し
て

い
る
よ
う

に
、
最
初

に
引

い
た

一
九

一
〇

(明
治
四
十
三
)
年

一
月

の

「
文
部
省
展
覧
會

の
最
後

の

一
瞥
」

に
ほ
か
な

ら
な

い
。
高
村
が

「
其
間

の
私

の
歩

み
は
か
な
り
私
に
と

つ
て
重
大
な
意
味
が
あ

る
」
と
語
る
五
年

は
、
本
稿

の
視
点

に
し
た
が
え
ば
、
高
村
が

ラ
ギ
イ

い
の
ち

作
品
評
価

の
核

と
し
て

「
生
」

の
語
を
使

い
始
め
、
そ

の
意
味

の
重
心

が
作
家
自
身

の
人
生
や
生
活

に
移
行
し
、
さ
ら
に

「
生
」

と

い
う
語

に
至
る
歩

み
だ

っ
た
。

い
の
ち

「
戦
圃

」

と

「
苦
痛

」
を
経

て

(
そ
こ
に
は
高
村

に
お
け

る
西
洋

の
受
容
も
含
ま
れ
る
)
、
高
村
が
見

い
だ
し

た

「
生
」

(「
自
身

の
有
す
る

い
の
ち
」
)
は
、

日
本

の

地
に
根
を
張
る
草
木

の
姿
を
か
た
ど
る
の
で
あ

る
。

注

ラ
ヰ
イ

ラ
ヴ
イ

ラ

ヰ

イ

ラ

ヴ
イ

(1
)

『高
村

光
太
郎
全
集
』

(以
下
、

『全
集
』
と
記
す
)

筑

摩

書
房

一
九
五
七
-
五
八
年

第
六
巻

十

三
頁
。
高
村

の

「
生
」

(「
生
」

「生

命
」
「
生

命
」
)

の
語

に

つ
い
て
は
、
以
前

の
拙
稿

で
言
及
し
た
よ
う

に
、
彼

に
お
け

る

ロ
ダ

ン
の
受
容
も
考
慮

す
る
必
要

が
あ

る
だ

ろ
う

(「高

村
光
太
郎

『印
象
主
義

の
思
想

と
藝

術
』
に
関
す

る

一
考
察

」

『
大
手
前
大
学
人
文
科
学
部
論
集
』

第

三

号

二
〇
〇
三
年

入
頁
)。
高
村

が
訳
し

た

ロ
ダ

ン
の
言
葉

に
は
、
た
と
え
ば
次

の
よ
う
な

一
節

が
見

ら
れ

る
。

「
そ
れ
だ
か
ら
私

の
人
饅
彫
刻

の
眞
實

は
皮
相

で
は
な

く
、
中

か
ら
外

に
咲
き
開

い
て
來

る
の
で
す
。
生

命
そ

の
も

の
の
よ
う

に
…
…
。
」

[.、卑

巴
霧
=

蝉
く
財
固菰
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①
ω
ゆ
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①
ω
b

巳
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角
蝉
『
①
ω唇
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〇
凶巴

ρ

ω0
8
巨
帥
ω
、9

き
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鼠
「
含

α
巴

き

ω
窪

α
9

0
『ω
8

ヨ
ヨ
①
冨

く
凶①
日
⑪
ヨ
Φ
…
…
°".
〉
ロ
αq
ロ
ω
9

勾
o
亀
p

卜
盛
き

①
三
「
Φ
鉱
①
屋

鼠
自
巳
ω
》
霞

℃
蝉
巳

O
ω①
拝

一〇
り
ど
℃
母
凶ω
((
甲①
=
団ヨ
鋤
『α
)
一
㊤
0
8

,

も。
㊤
]゚

(大
正
五
年

『
ロ
ダ

ン
の
言

葉
』
所
収

『全
集
』

第
十
六
巻

一
一
六
頁
)
。

(2
)

山
田
爵

・
宮

原
信
監
修

『現
代

フ
ラ

ン
ス
語
辞
典
』

白
水
社

一
九
九
三
年

一
六
〇
七
1
0

八
頁
。

(3
)

鎌

田
正

・
米

山
寅
太
郎

『漢
語
林
』

(改
訂
版
)

大
修

館
書
店

一
九
九

一
年

六
七
〇
頁
。

(4
)

同
上
書

六
七
〇
頁
。

(5
)

『全
集
』

第
六
巻

十
三
頁
。

(6
)

同
上
書

十

八
頁
。

(12)



(
7
)

同
上
書

三
〇
頁
。

(8
)

同
上
書

十
九
頁
。

(
9
)

「
国
Z
↓
菊
国

U
国
d
×

<
HZ
ω
」

『全
集
』

第
六
巻

四
十
入
頁
。

(
10
)

『全
集
』

第
四
巻

二
十
三
頁
。

(
11
)

『全
集
』

第
六
巻

四
十
九
頁
。

(12
)

『文
章

世
界
』
掲
載

『全
集
』

第
四
巻

四
〇

頁
。

(
13
)

同
上
書

四
〇
頁
。

(14
)

『文
章

世
界
』
掲
載

『全
集
』

第
四
巻

一
〇

五
i
O
六
頁
。

(15
)

無
車

[武
者
小
路
実
篤
]

「
六
號
雑
感

」

(「
ゴ
ヤ
、

ド
ミ

エ
、

ミ
レ
ー
、
ゴ
オ
ホ
」

の
項
)

『白
樺
』

第

二
巻
十
号

(明
治

四
十
四
年
)

一
四
〇

頁
。
同
時
期

の

高
村

の
文
章

に
も
、

「
一
歩

一
歩
と

「
生
」

の
未
開

墾
地

に
踏
み
込

み
た

い
L

と
、

鍵
括
弧

を

つ
け

た

「生
」

の
用
例

が
認

め
ら
れ

る

(明
治
四
十

四
年

十

.
十

一
月

「
文
部
省
美
術
展
覧
会
第
二
部
私
見
」

『讃
費

新
聞
』
掲
載

『全
集
』

第

六
巻

五
十
入
頁
。

(16
)

『白
樺
』

第
三
巻

一
号

(明
治
四
十
五
年
)

十
六

頁
。

(
17
)

同
上
書

九
頁
。
な

お
、
柳
は

「
革
命

の
壼
家
」

で
、

「℃
o
ω
↑
Hヨ
窟
①
ω
ωδ
3

圃ω房
」

の
訳
と
し
て

「後

印
象
派
」

の
語
を
用

い
て
い
る
。

(18
)

「
ヴ
ア

ン
、

ゴ
オ
ホ
の
絵
」

『讃
費
新

聞
』
掲
載

『岸

田
劉
生
全
集

』

岩
波
書
店

一
九
七
九
-

八
〇
年

第

一
巻

二
一二
五
頁
。

鋤

(19
)

フ
ァ
ン

・
ゴ

ッ
ホ
の
受
容

に
関
し

て
は
次

の
文
献
が
詳

し

い
。
木
下
長
宏

『思
想
史

と
し

て
の
ゴ

ッ
ホ
ー

1
複
製
受
容
と
想
像
力
』

學
藝
書
林

一
九
九

二
年
。
本
稿

q

の
執
筆
に
際
し

て
、
同
書

の
他
、
次

の
文
献

か
ら
示
唆

を
得

た
。
中
村
義

一

『
日
本
近
代
美
術
論
争
史
』

『続

日
本
近
代
美
術
論
争
史
』

求
龍
堂

一
九
八

一
.
八
二
年
、

ラ
ヴ
イ

井
田
康
子

『高
村
光
太
郎
の
生
』

教
育
出
版
セ
ン
タ
ー

一
九
九
三
年
、
鈴
木
貞
美

『
「生
命
」
で
読
む
日
本
近
代
』

日
本
放
送
出
版
協
会

一
九
九
六
年
、
神
林
恒

道

『美
学
事
始
-

芸
術
学
の
日
本
近
代
』

勤
草
書
房

二
〇
〇
二
年
、
永
井
隆
則

「
日
本
の
セ
ザ

ニ
ス
ム
ー

一
九
二
〇
年
代

の
日
本
の
人
格
主
義
セ
ザ

ン
ヌ
像
の
美

的
根
拠
と
そ
の
形
成
に
関
す
る
思
想
及
び
美
術
制
作
の
文
脈
に
つ
い
て
i

」

『美
術
研
究
』

第
三
七
五
号

二
〇
〇
二
年
。

(
20
)

『全
集
』

第
六
巻

一
一
五
-

一
六
頁
。

(
21
)

同
上
書

一
一
七
-

一
八
頁
。

(
22
)

同
上
書

一
二
三
頁
。

(
23
)

「
文
展
第

二
部

に
聯
關
す

る
雑
感
」

『讃
責
新
聞
』

掲
載

『全
集
』

第
六
巻

一
二
八
頁
。

(
24
)

「
日
本
書

に
封
す

る
感
想
」

『中
央
公
論
』
掲
載

『全
集
』

第
四
巻

一
一
〇

頁
。

(
25
)

高
村
と
禅
宗

の
関
連

に

つ
い
て
は
次

の
文
献

が
詳
し

い
。
角

田
敏
郎

「
『
禅
宗
無

門
関
』

の
影
響

(
一
)

(二
)
」

『高
村
光
太
郎

研
究
』

有
精
堂

一
九

七
二
年
。

こ

の
問
題
は
ま
た
、
文
学

に
お
け
る

日
本

の
自
然
主
義
を
め

ぐ
る
言
説

と
も
関
わ
る
だ
ろ
う
。
高

村
は

「
言

ひ
た

い
事
を
言

ふ
」

で
次

の
よ
う

に
述

べ
て
い
る
。
「
作
家

が
人

い
の
ち

間
及
び
眞
實

に
喰

ひ
入

つ
ゆ
く
力
、
や

つ
ば
り
作
家

の
生

が

一
番

さ
き

に
私
に
は
突
き
當

つ
て
來

る
。
其

は
言
語

を
絶
し

た
力

で
あ
る
。

た
と
ひ
悲
惨
を
極

め
た
も

の
で
も
、

レ
エ
エ
ル

淫
狼
を
極

め
た
も

の
で
も
、
ぐ
う

た
ら
な
も

の
で
も
、
其

が
實
禮

に

つ
き
入
り
、
自
然

と
し

つ
か
り

一
緒

に
な
り
、
此

の
人
類

の
道

程
に
何
等

か
の
意
味
を
有
す

る
以
上

は
、

高
村
光
太
郎
の
言
説
に
お
け
る

「生
」



高
村
光
太
郎
の
言
説
に
お
け
る

「生
」

尊
敬
出
來
る
も

の
で
あ

る
」

(
『全
集
』

第
四
巻

=

入
-

一
九
頁
)
。

さ
ら
に
少
し
後

に
は
こ
う
記
す

。
「
人
生

の
裸
を

つ
か
ま

へ
な
け

れ
ば
、

人
生
を
人
生

と
思

へ
な

い
。
人
生

の
裸
と

は
唯
世
間

の
眞

相
を

の
み
意

味
す

る
の

で
は
な

い
。
所
謂
現
實
暴
露
的
な
状
態

の
問
題

で
な

い
」

(「燭
覧

の
世
界
」

一
九

二
八
年
十

一
月

『時
事
新

報
』
掲
載

『全
集

』

第
五
巻

十

一
頁
)
。

こ
の
関
連

に

つ
い
て
は
日
本

に
お
け
る
自
扶
や
王
義

の
受
容

と

「自
然
」

の
語

の
関
連
を
含

め
、
別
な
機
会

に
考
察
し

た
い
。

(26
)

『
全
集
』

第
四
巻

=

ニ
ー

一
四
頁
。

(27
)

『
全
集
』

第

】
巻

二

=
二
頁
。

(28
)

同
上
書

二

一
九
ー

二
〇
頁
。

(
29
)

『我
等
』
掲
載

『全
集
』

第
六
巻

=
二
二
頁
。

(30
)

同
上
書

=
二
四
頁
。

(14)


