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〔
徳
島
県
立
文
学
書
道
館
紀
要
『
水
脈
』
第
十
二
号
（
２
０
１
４
年
３
月
）
掲
載
〕

若
林
つ
や
と
小
林
多
喜
二

─
─
貴
司
山
治
聞
き
書
き
資
料
か
ら

伊

藤

純

〝
若
林
つ
や
〟
と
い
っ
て
も
、
そ
れ
ほ
ど
広
く
知
ら
れ
た
名
前
で
は
な
い
。
明
治
三
十
八
年
、
伊
豆
の

片
田
舎
に
生
ま
れ
、
地
元
の
教
員
養
成
所
や
静
岡
の
女
子
師
範
で
学
び
、
伊
豆
半
島
の
あ
ち
こ
ち
の
小
学

校
で
教
員
と
し
て
働
く
。
し
か
し
、
〝
時
代
〟
と
い
う
も
の
に
生
真
面
目
な
感
性
を
も
っ
て
い
た
彼
女
は
、

そ
の
時
代
の
波
浪
に
感
応
せ
ず
に
は
い
ら
れ
な
か
っ
た
。
大
正
後
半
か
ら
昭
和
…
…
人
々
の
命
運
に
深
い

刻
印
を
残
さ
ず
に
は
お
か
な
か
っ
た
波
浪
の
時
代
を
、
若
林
つ
や
は
〝
意
固
地
に
〟
生
き
抜
い
た
。
貴
司

山
治
資
料
の
中
に
、
小
さ
な
、
し
か
し
目
を
そ
ら
し
難
い
そ
の
痕
跡
が
残
さ
れ
て
い
る
。

一
．
「
大
正
」
と
い
う
時
代
の
風

大
正
時
代
と
い
う
の
は
、
明
治
と
昭
和
に
挟
ま
れ
た
十
五
年
間
と
い
う
短
い
期
間
に
過
ぎ
な
い
。
し
か

し
「
時
代
閉
塞
」
と
石
川
啄
木
に
喝
破
さ
れ
た
よ
う
な
絶
対
主
義
的
色
彩
の
強
い
〝
明
治
〟
と
、
東
ア
ジ

ア
に
出
兵
し
米
国
と
戦
い
亡
国
に
至
る
軍
国
主
義
の
〝
昭
和
前
期
〟
と
い
う
、
い
ず
れ
も
あ
ま
り
芳
し
く

な
い
印
象
を
持
つ
二
つ
の
時
代
に
挟
ま
れ
な
が
ら
、
こ
の
時
代
は
希
有
と
い
っ
て
い
い
独
特
の
色
彩
を
も

っ
た
時
代
だ
っ
た
こ
と
に
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

経
済
的
に
は
、
こ
と
に
、
第
一
次
大
戦
に
本
格
的
に
は
加
わ
ら
ず
に
莫
大
な
戦
時
利
得
に
あ
ず
か
っ
た

（
元
老
井
上
馨
は
こ
れ
を
「
天
佑
」
と
い
っ
た
）
─
─
も
ち
ろ
ん
、
歴
史
は
そ
れ
ほ
ど
単
純
で
は
な
く
、

第
一
次
大
戦
の
利
得
は
、
明
治
以
来
の
近
代
化
、
日
本
資
本
主
義
が
五
十
年
と
い
う
経
過
の
中
で
漸
く
原

始
的
蓄
積
を
お
え
て
機
能
し
始
め
た
と
い
う
基
本
的
な
流
れ
の
上
の
出
来
事
だ
っ
た
ろ
う
け
れ
ど
、
と
も

か
く
、
現
今
我
々
が
〝
近
代
的
〟
と
か
〝
モ
ダ
ン
〟
と
か
感
じ
る
よ
う
な
多
く
の
文
化
が
、
大
正
時
代
に

生
み
出
さ
れ
た
も
の
だ
と
い
う
こ
と
は
、
ま
ず
記
憶
さ
れ
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。

近
代
的
産
業
の
発
達
に
よ
っ
て
、
多
数
の
低
賃
金
の
労
働
者
と
と
も
に
、
中
産
階
級
と
い
わ
れ
る
階
層

も
形
成
さ
れ
る
。

そ
の
よ
う
な
中
で
、
貧
困
と
社
会
的
不
平
等
の
問
題
は
、
む
し
ろ
、
中
産
階
級
、
知
識
階
級
に
よ
っ
て

図１） 代表的な若林つやの

ポートレート、貴司に送付さ

れてきた時の添え書きでは

『写真屋がとりましたのです

こしこしらえがあるようで

す』とある。
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「
社
会
問
題
」
と
し
て
認
知
さ
れ
始
め
る
。
実
は
、
貧
困
や
不
平
等
の
問
題
は
明
治
早
期
、
自
由
民
権
運

動
や
そ
の
精
神
を
継
ぐ
幸
徳
秋
水
な
ど
の
社
会
主
義
へ
の
関
心
の
中
で
鋭
く
論
じ
ら
れ
て
き
た
が
、
少
な

く
と
も
大
正
中
期
ま
で
は
、
貧
困
問
題
の
根
本
的
解
決
を
唱
え
る
〝
社
会
主
義
〟
は
夢
物
語
で
あ
っ
た
。

と
こ
ろ
が
、
一
九
一
七
年
（
大
正
六
年
）
十
月
の
ロ
シ
ア
革
命
に
よ
っ
て
実
際
に
社
会
主
義
国
家
が
作
ら

れ
夢
物
語
が
忽
然
と
現
実
の
も
の
に
な
っ
た
─
─
つ
ま
り
〝
社
会
主
義
〟
と
い
う
シ
ス
テ
ム
に
よ
っ
て
貧

困
と
不
平
等
が
解
決
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
、
と
い
う
考
え
方
が
、
現
実
に
政
治
的
、
あ
る
い
は
人
生
的

選
択
肢
に
な
り
得
る
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
を
現
前
さ
せ
た
。
こ
れ
は
、
往
事
の
人
々
に
計
り
知
れ
ぬ
衝
撃
を

与
え
た
と
考
え
ら
れ
る
。

当
時
二
十
歳
前
後
だ
っ
た
日
本
中
の
若
者
が
、
大
な
り
小
な
り
深
い
影
響
を
う
け
た
有
様
は
、
い
ろ
い

ろ
な
記
録
や
記
述
か
ら
う
か
が
え
る
。
政
治
的
選
択
肢
と
ま
で
は
い
か
な
く
て
も
、
少
な
く
と
も
思
想
的
、

論
理
的
、
な
い
し
倫
理
的
選
択
肢
と
し
て
〝
社
会
主
義
〟
と
い
う
も
の
を
考
慮
し
な
い
わ
け
に
は
い
か
な

い
と
い
う
状
況
が
出
現
し
た
。

わ
れ
わ
れ
は
、
〝
社
会
主
義
〟
と
い
う
選
択
肢
が
再
び
夢
物
語
と
な
っ
た
「
ベ
ル
リ
ン
の
壁
崩
壊
」
以

降
の
世
界
に
生
き
て
い
る
。
む
し
ろ
、
大
正
中
期
～
昭
和
初
期
に
生
き
た
若
者
の
ほ
う
が
〝
社
会
主
義
〟

の
現
実
性
に
つ
い
て
は
る
か
に
切
迫
し
た
態
度
決
定
を
迫
ら
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
。
そ
う
い
う
「
時

代
の
風
」
が
、
日
本
列
島
の
隅
々
に
ま
で
吹
い
て
い
た
と
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

二
．
「
若
林
つ
や
」
の
登
場

昭
和
三
年
、
伊
豆
の
伊
東
で
小
学
校
教
員
を
し
て
い
た
文
学
少
女
「
杉
山
み
つ
え
」
は
「
若
林
つ
や
」

に
出
会
う
。

実
は
こ
の
時
、
物
書
き
の
〝
若
林
つ
や
〟
は
ま
だ
存
在
せ
ず
、
教
員
で
あ
る
「
杉
山
み
つ
え
」
が
い
た

だ
け
で
あ
る
。
そ
の
「
み
つ
え
」
が
、
実
在
の
「
若
林
つ
や
」
に
出
会
う
の
だ
。
そ
の
印
象
的
な
情
景
を
、

〝
若
林
つ
や
〟
の
評
伝
「
白
き
薔
薇
よ
」
で
堀
江
朋
子
氏
は
次
の
よ
う
に
描
き
出
す
。

…
…
身
体
検
査
の
時
だ
っ
た
。
教
壇
の
傍
に
机
を
出
し
て
、
女
生
徒
た
ち
の
胸
に
機
械
的
に

巻
き
尺
を
廻
し
て
、
胸
囲
を
測
っ
て
い
っ
た
。
…
…
「
若
林
つ
や
さ
ー
ん
」
と
呼
ぶ
と
「
は
ー

い
」
と
い
う
可
愛
い
声
と
と
も
に
、
痩
せ
た
胸
の
子
が
つ
や
の
前
に
立
っ
た
。
背
中
に
手
を
廻

そ
う
と
顔
を
近
づ
け
て
、
は
っ
と
し
た
。
若
林
つ
や
と
い
う
そ
の
少
女
の
胸
か
ら
頸
に
か
け
て
、

京
白
粉
が
べ
っ
と
り
と
塗
ら
れ
て
い
る
。
十
二
歳
の
子
供
と
は
思
え
な
い
ほ
ど
色
艶
を
失
っ
た

お
し
ろ
い

肌
…
…
こ
の
蕾
の
よ
う
な
乳
首
は
、
白
粉
の
毒
で
こ
の
ま
ま
し
ぼ
ん
で
し
ま
う
の
で
は
あ
る
ま

い
か
。
…
…

昼
休
み
、
教
室
に
座
っ
て
い
る
少
女
を
、
若
い
男
の
教
師
が
窓
か
ら
子
猫
ち
ゃ
ん
と
呼
ん
だ
。

少
女
の
お
座
敷
名
だ
。
つ
や
は
教
師
に
食
っ
て
か
か
り
、
少
女
を
二
度
と
そ
の
名
前
で
呼
ば
な

い
よ
う
誓
わ
せ
た
。
…
…

①

堀
江
朋
子
「
白
き
薔
薇
よ
」
図
書
新
聞2003/6/30

発
行
、46

頁
。
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そ
し
て
、
「
杉
山
み
つ
え
」
は
、
そ
の
「
若
林
つ
や
」
を
自
分
の
ペ
ン
ネ
ー
ム
に
す
る
の
で
あ
る
。

後
に
紹
介
す
る
「
貴
司
山
治
の
聞
き
書
き
」
で
も
、
こ
の
ペ
ン
ネ
ー
ム
の
由
来
は
つ
や
自
身
に
よ
っ
て

つ
ぎ
の
よ
う
に
語
ら
れ
て
い
る
。

若
林
つ
や
と
い
う
の
は
私
の
教
え
て
い
た
伊
東
の
小
学
校
の
生
徒
で
、
伊
東
の
町
の
舞
妓

半
玉

で
し
た
。
頭
の
い
い
可
愛
ら
し
い
子
で
し
た
。（
＊
消
し
線
は
若
林
に
よ
る
、
以
下
同
）

こ
の
子
の
こ
と
を
短
篇
に
ま
と
め
て
「
女
人
芸
術
」
に
投
書
し
た
と
思
い
ま
す

筆
名
な
ど

考
え
て
い
る
ひ
ま
も
な
く
て
そ
の
ま
ま
実
在
の
名
前
を
使
い
ま
し
た
の
で
私
に
は
ふ
さ
わ
し
く

な
か
っ
た
と
思
っ
て
い
ま
す

こ
の
文
章
は
、
貴
司
が
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
を
要
約
し
て
校
閲
を
求
め
た
原
稿
紙
に
、
若
林
自
身
が
加
筆
修

正
を
加
え
て
返
送
し
て
き
た
も
の
で
あ
る
。
校
閲
は
神
経
細
か
く
、
貴
司
が
〝
舞
妓
〟
と
書
い
た
と
こ
ろ

を
消
し
て
〝
半
玉
〟
と
直
し
て
い
る
。
昨
今
で
は
舞
妓
も
半
玉
も
、
芸
者
見
習
い
と
い
う
意
味
で
い
い
か

げ
ん
に
混
同
さ
れ
て
い
る
が
、
舞
妓
は
本
来
、
京
都
祇
園
を
中
心
に
厳
し
い
し
き
た
り
の
下
で
育
成
さ
れ

て
い
る
芸
妓
見
習
い
で
あ
り
、
関
東
で
い
わ
れ
る
半
玉
と
同
義
で
は
な
い
。
お
そ
ら
く
若
林
は
、
そ
う
い

う
言
葉
遣
い
の
ラ
フ
さ
を
見
過
ご
せ
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

ま
た
、『
女
人
芸
術
』
に
投
書
し
た
と
い
う
の
は
、
最
初
の
掲
載
作
品
で
あ
る
同
誌
二
巻
十
二
号
の
「
光

を
感
ず
る
子
」
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
こ
の
作
品
で
は
、
半
玉
で
は
な
く
体
操
着
が
買
え
ず
教
師
に
叱
責
さ

れ
体
操
の
授
業
か
ら
は
じ
き
出
さ
れ
る
貧
農
の
娘
が
主
人
公
に
な
っ
て
お
り
、
無
神
経
で
ヒ
ス
テ
リ
ッ
ク

な
教
師
が
批
判
的
に
描
か
れ
て
い
る
。

モ
デ
ル
の
実
名
を
自
分
の
ペ
ン
ネ
ー
ム
に
し
て
し
ま
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
「
私
に
は
ふ
さ
わ
し
く
な
い
」

と
い
っ
て
い
る
意
味
は
は
っ
き
り
し
な
い
が
、
「
若
林
つ
や
」
と
い
う
な
ん
と
な
く
〝
艶
っ
ぽ
い
〟
ペ
ン

ネ
ー
ム
が
、
教
師
で
あ
り
堅
物
の
自
分
に
は
ふ
さ
わ
し
く
な
い
、
と
い
う
含
意
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
に
、

筆
名
な
ど
考
え
る
暇
が
な
く
便
宜
的
に
そ
の
子
の
名
前
を
借
用
し
て
し
ま
っ
た
、
と
い
う
言
い
分
も
何
か

弁
解
が
ま
し
い
。

お
そ
ら
く
、
教
え
子
の
中
で
も
と
り
わ
け
愛
お
し
く
哀
れ
な
そ
の
幼
な
子
の
名
前
を
、
わ
が
名
と
し
な

い
と

い
で
は
い
ら
れ
な
い
気
持
ち
が
働
い
て
い
た
の
で
は
な
い
か
。
弱
者
に
寄
り
添
わ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
と

い
う
、
若
林
つ
や
の
原
像
が
そ
こ
に
潜
ん
で
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
て
な
ら
な
い
。

図２）若い頃のポー

トレート、送付され

た写真の中の一枚。
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三
．
『
女
人
芸
術
』
か
ら
の
出
発

雑
誌
『
女
人
芸
術
』
に
よ
っ
て
若
林
つ
や
は
、
物
書
き
の
ス
タ
ー
ト
を
き
っ
た
。

『
女
人
芸
術
』
は
、
長
谷
川
時
雨
と
い
う
一
種
の
〝
女
傑
プ
ロ
デ
ュ
ー
サ
ー
〟
が
、
女
性
の
社
会
的
地

位
拡
張
の
場
を
構
築
し
よ
う
と
い
う
気
概
で
、
大
衆
文
学
で
売
れ
っ
子
に
な
っ
た
夫
・
三
上
於
菟
吉
の
稼

ぎ
出
す
印
税
の
〝
有
効
利
用
〟
と
し
て
発
刊
し
た
「
女
性
の
、
女
性
に
よ
る
、
女
性
の
た
め
の
」
雑
誌
で

あ
る
。
初
期
に
は
徳
島
県
人
の
生
田
花
世
が
中
心
的
に
働
い
て
お
り
、

「
時
雨
の
文
壇
で
の
華
や
か
さ
は
も
ち
ろ
ん
、
三
上
の
経
済
力
、
お
よ
び
花
世
の
奔
走
が
『
女

人
芸
術
』
発
刊
に
力
あ
っ
た
こ
と
は
強
調
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
」

②

尾
形
明
子
「
女
人
芸
術
の
世
界
─
─
長
谷
川
時
雨
と
そ
の
周
辺
」
ド
メ
ス
出
版1980/10/15

発
行33
頁
。

と
、
生
田
花
世
の
存
在
が
三
本
柱
の
一
つ
で
あ
っ
た
こ
と
を
研
究
者
尾
形
明
子
氏
は
評
価
し
て
い
る
。

そ
し
て
こ
の
雑
誌
は

「
…
…
い
ま
全
世
界
で
、
こ
の
日
本
の
女
性
ほ
ど
健
か
に
め
ざ
ま
し
い
生
育
を
と
げ
つ
ゝ
あ
る

も
の
が
あ
ろ
う
か
？

初
夏
の
あ
し
た
、
ぼ
っ
ぱ
い
と
潮
が
押
し
あ
げ
て
く
る
や
う
に
、
お
さ

へ
き
れ
な
い
若
々
し
い
力
を
た
め
さ
う
と
し
て
ゐ
る
同
性
の
う
め
き
を
き
く
と
、
な
み
だ
ぐ
ま

し
い
湧
躍
を
感
じ
な
い
で
は
い
ら
れ
な
い
…
…
」

③

昭
和
三
年
七
月
『
女
人
芸
術
』
創
刊
号
編
集
後
記
。

と
い
う
長
谷
川
時
雨
の
最
大
限
の
ア
ジ
テ
ー
シ
ョ
ン
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
女
性
解
放
一
般
を
イ
デ
オ

ロ
ギ
ー
を
こ
え
て
希
求
す
る
ジ
ャ
ー
ナ
ル
と
し
て
世
に
出
た
。
目
次
を
見
て
も
、
文
芸
誌
で
も
イ
デ
オ
ロ

ギ
ー
誌
で
も
な
く
、
幅
の
広
い
総
合
誌
、
啓
蒙
誌
を
目
指
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

因
み
に
、
こ
の
同
じ
創
刊
号
の
編
集
後
記
で
生
田
花
世
は

「
女
子
文
壇
、
青
鞜
、
ピ
ア
ト
リ
ス
、
処
女
地
、
女
人
芸
術
。
再
び
若
き
心
は
還
り
、
こ
の
女

人
芸
術
に
よ
っ
て
十
分
思
ひ
存
分
も
の
が
云
え
る
こ
と
だ
」

と
書
き
、
『
女
子
文
壇
』
（
明
治
三
八
年
か
ら
大
正
二
年
ま
で
五
十
四
巻
を
出
し
た
『
青
鞜
』
の
前
身

と
も
評
価
さ
れ
る
雑
誌
）
以
来
の
つ
な
が
り
を
強
調
し
て
い
る
。

し
か
し
こ
の
『
女
人
芸
術
』
も
、
数
年
を
出
で
ず
し
て
急
速
に
〝
左
傾
〟
し
て
い
く
。
そ
の
経
過
の
詳

細
は
前
掲
尾
形
明
子
氏
の
著
書
に
詳
し
く
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
長
谷
川
時
雨
と
い
う
人
の
プ
ロ
デ
ュ
ー
サ

ー
と
し
て
の
幅
の
広
さ
、
太
っ
腹
な
と
こ
ろ
も
要
因
と
い
え
そ
う
だ
が
、
や
は
り
第
一
節
で
ふ
れ
た
、
大

正
後
半
か
ら
昭
和
初
期
の
大
き
な
時
代
の
風
、
と
い
う
も
の
を
考
え
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
貧
困
と

不
平
等
、
そ
こ
か
ら
生
じ
て
く
る
目
の
前
に
あ
る
悲
惨
と
悪
徳
、
そ
う
い
う
問
題
に
対
す
る
人
間
と
し
て
、

知
識
人
と
し
て
の
態
度
決
定
が
、
「
社
会
主
義
」
と
い
う
選
択
肢
を
抜
き
に
し
て
は
考
え
ら
れ
な
い
─
─

そ
う
い
う
あ
る
切
迫
し
た
倫
理
観
・
時
代
の
風
圧
を
み
な
け
れ
ば
い
け
な
い
。

実
は
、
第
一
次
大
戦
の
利
得
に
よ
っ
て
日
本
は
一
時
の
バ
ブ
ル
と
昂
揚
を
経
験
し
た
け
れ
ど
、
す
ぐ
そ

の
後
か
ら
い
わ
ゆ
る
戦
後
不
況
、
関
東
大
震
災
に
よ
る
首
都
の
壊
滅
、
金
融
恐
慌
、
世
界
恐
慌
と
、
次
々
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に
深
刻
な
混
乱
に
直
面
す
る
の
で
あ
る
。
社
会
主
義
の
国
際
的
戦
略
本
部
コ
ミ
ン
テ
ル
ン
は
、
一
九
二
〇

年
代
後
半
か
ら
一
九
三
〇
年
代
に
至
る
世
界
を
覆
っ
た
恐
慌
、
資
本
主
義
経
済
の
混
乱
を
と
ら
え
て
、
資

本
主
義
第
三
期
説
を
打
ち
出
す
。
つ
ま
り
、
こ
の
よ
う
な
世
界
恐
慌
は
資
本
主
義
の
矛
盾
の
究
極
の
表
れ

で
あ
り
、
そ
の
全
面
的
崩
壊
は
間
近
い
─
─
資
本
主
義
は
今
や
終
末
期
・
第
三
期
だ
、
と
い
う
。
そ
こ
で

知
識
人
の
中
に
は
そ
の
終
末
に
い
た
る
時
間
を
数
年
、
な
い
し
十
数
年
、
と
真
顔
で
考
え
た
人
々
も
少
な

く
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

貴
司
の
聞
き
書
き
で
も
─
─

「
女
人
芸
術
」
に
何
度
か
書
い
て
い
る
内
、
昭
和
六
年
に
日
本
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
作
家
同
盟
に
加

入
し
ま
し
た
。
そ
の
加
入
の
い
き
さ
つ
は
─
─

と
い
う
貴
司
の
問
い
に
対
し
て
、
つ
や
は
、
断
固
と
し
て
─
─

あ
の
当
時
は
特
別
の
人
で
な
い
か
ぎ
り
す
べ
て
の
人
が
そ
う
い
う
勉
強
を
し
、
そ
う
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
よ
う
な
時
代
だ
っ
た
で
し
ょ
う
。
直
接
紹
介
し
進
め
て
く
れ
た
の
は
宮
本
百
合

子
さ
ん
と
湯
浅
芳
子
さ
ん
だ
っ
た
と
思
い
ま
す

と
答
え
て
い
る
。

も
ち
ろ
ん
他
方
で
は
、
そ
う
い
う
〝
希
望
的
夢
想
〟
を
し
た
た
か
に
一
笑
に
付
し
た
人
も
い
た
。
林
芙

美
子
の
「
放
浪
記
」
は
、
左
傾
し
て
い
く
『
女
人
芸
術
』
に
長
く
連
載
さ
れ
た
作
品
だ
が
、
そ
の
作
者
の

林
芙
美
子
は
『
女
人
芸
術
』
誌
上
で
─
─

…
…
い
っ
た
い
革
命
と
は
、
ど
こ
を
吹
い
て
ゐ
る
風
な
ん
だ
─
─
中
々
う
ま
い
言
葉
を
沢
山
知

っ
て
い
る
。
日
本
の
イ
ン
テ
リ
ゲ
ン
チ
ャ
、
日
本
の
社
会
主
義
者
は
、
お
伽
噺
を
空
想
し
て
い

る
の
か
！

④

林
芙
美
子
「
目
標
を
消
す
」
女
人
芸
術
社
『
女
人
芸
術
』
二
巻
十
二
号

1929/12/1
101

頁
。

と
毒
づ
い
て
い
る
。
ま
さ
に
こ
の
あ
た
り
に
こ
そ
『
女
人
芸
術
』
の
幅
の
広
さ
が
あ
っ
た
と
い
う
べ
き

か
も
し
れ
な
い
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
時
代
の
風
の
中
で
社
会
主
義
に
大
き
な
関
心
を
寄
せ
て
い
く
『
女
人
芸
術
』
に
、
若

林
つ
や
は
文
章
生
活
の
最
初
の
門
戸
を
開
く
の
で
あ
る
。

四
．
多
喜
二
遺
骸
の
枕
頭
の
三
人
の
女

貴
司
の
聞
き
書
き
に
対
す
る
回
答
で
、
若
林
つ
や
は
、
自
己
の
閲
歴
を
生
真
面
目
に
答
え
て
い
る
。

こ
こ
か
ら
は
、
そ
の
聞
き
書
き
そ
の
も
の
を
た
ど
っ
て
い
く
こ
と
に
し
よ
う
。
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貴
司
は
昭
和
四
十
年
八
月
二
十
一
日
、
若
林
つ
や
の
勤
務
先
で
あ
る
民
族
学
博
物
館
を
お
と
ず
れ
、
そ

の
閲
歴
の
概
略
や
、
小
林
多
喜
二
と
の
関
係
を
聞
い
て
い
る
。

な
ぜ
貴
司
が
こ
の
時
期
に
こ
の
よ
う
な
取
材
調
査
を
思
い
立
っ
た
の
か
、
そ
れ
に
は
若
干
の
前
史
が
あ

る
。昭

和
八
年
二
月
二
十
日
、
小
林
多
喜
二
が
築
地
警
察
署
で
拷
問
虐
殺
さ
れ
た
、
そ
の
凄
惨
な
実
態
や
、

執
拗
な
妨
害
下
で
の
通
夜
や
葬
儀
の
模
様
な
ど
は
、
江
口
渙
、
窪
川
（
佐
多
）
稲
子
、
貴
司
山
治
、
な
ど

に
よ
っ
て
そ
の
直
後
か
ら
禁
圧
を
か
い
く
ぐ
っ
て
様
々
に
報
じ
ら
れ
描
き
出
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
一
つ
で

あ
る
窪
川
稲
子
の
「
報
告
文
学
」
と
副
題
さ
れ
た
「
二
月
二
十
日
の
あ
と
」
に
は
、
遺
骸
の
枕
頭
に
駆
け

つ
け
て
泣
く
三
人
の
美
女
（
窪
川
自
身
は
〝
美
女
〟
と
は
書
い
て
い
な
い
が
、
美
女
と
記
載
す
る
理
由
は

後
述
）
の
姿
を
描
い
て
い
る
。

…
…
親
戚
の
婦
人
が
三
人
転
が
る
や
う
に
走
り
込
ん
で
き
て
小
林
の
そ
ば
に
泣
き
伏
し
た
時
、

お
母
さ
ん
は
顔
を
上
げ
小
林
の
屍
の
上
に
目
を
落
し
て
は
っ
き
り
と
言
っ
た
。

「×

さ
れ
た
の
で
す
よ
。
多
喜
二
は
。
」

そ
の
言
葉
で
、
三
人
の
婦
人
が
一
層
声
高
く
泣
い
た
。

⑤

佐
多
稲
子
「
二
月
二
十
日
の
あ
と
」

日
本
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
作
家
同
盟
『
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
』

昭
和
八
年
四
・
五
月
合
併
号
、1933/5/1

発
行
、56

頁
。

こ
の
三
人
は
一
体
誰
だ
っ
た
の
か
。

図３）西東京市にジオラマで復元された、今は無き「民族学

博物館」の姿。

民族学博物館は現在の西東京市保谷に、昭和十四年から昭

和三十七年まで存在した、渋沢敬三が創立した博物館。民族

学振興会の事務所でもあり閉館後も建物は平成十一年まで維

持されたが、現在は何もない。収蔵品は大阪の国立民族学博

物館に継承されたという。

若林つやはここに、昭和十九年から閉館後の昭和六十二年

まで四十三年間勤務した。

最近この博物館の存在を郷土史として見直そうという気運

がおこり、二〇一三年ジオラマで復元され西東京市の西原総

合教育施設に保存展示されている。
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戦
後
、
多
喜
二
虐
殺
の
状
況
を
、
関
係
者
の
記
憶
が
あ
る
内
に
記
録
確
認
し
て
お
こ
う
と
い
う
目
的
で
、

一
九
四
九
年
三
月
六
日
、
中
野
重
治
宅
（
中
野
自
身
は
講
演
旅
行
で
留
守
だ
っ
た
が
）
で
関
係
者
十
五
人

が
集
ま
り
、
一
日
が
か
り
で
座
談
会
が
行
わ
れ
た
。
『
新
日
本
文
学
』
に
掲
載
さ
れ
た
そ
の
記
録
に
よ
る

と
─
─

⑥

「
小
林
多
喜
二
の
死
と
そ
の
前
後
・
座
談
会
・
一
九
四
九
年
三
月
六
日
」

新
日
本
文
学
一
九
五

〇
年
二
月
号

1950/2/1

発
行

31

頁
。

出
席
者

小
林
セ
キ
（
多
喜
二
母
）、
小
林
三
吾
（
多
喜
二
弟
）、
岡
本
唐
貴
、
江
口
渙
、
立
野
信
之
、

笹
本
寅
、
藏
原
惟
人
、
手
塚
英
孝
、
佐
々
木
孝
丸
、
青
柳
盛
雄
、
原
泉
子
、
徳
永
直
、
間
宮
茂
輔
、
壺

井
栄
、（
司
会
）
貴
司
山
治
。

江
口
（
＊
江
口
渙
・
伊
藤
注
・
以
下
同
）
そ
こ
で
（
＊
遺
体
が
阿
佐
ヶ
谷
の
小
林
宅
に
運
び
込
ま
れ
た
頃
）
例

の
タ
キ
子
さ
ん
（
＊
田
口
タ
キ
、
多
喜
二
が
小
樽
時
代
か
ら
最
も
親
し
か
っ
た
女
性
）

が
来
た
ん
じ
ゃ
な

い
か
、
…
…
妹
さ
ん
と
も
う
一
人
の
女
の
人
と
三
人
で
来
て
い
た
よ
う
だ
っ
た
。
三
人
と
も
美

人
だ
っ
た
よ
。
小
林
の
右
手
の
枕
許
に
ず
ら
り
と
一
列
に
坐
っ
て
い
た
…
…
。

…
…
僕
の
記
憶
は
確
か
な
ん
だ
。
三
人
が
玄
関
か
ら
す
っ
と
這
入
っ
て
来
た
ん
だ
よ
。
妹
さ
ん

は
藤
色
の
羽
織
を
着
て
い
た
し
、
タ
キ
ち
ゃ
ん
は
黒
い
羽
織
を
き
て
い
た
。
も
う
一
人
の
女
は

ぼ
た
ん
色
の
羽
織
だ
っ
た
。
タ
キ
ち
ゃ
ん
が
い
っ
と
う
枕
も
と
に
近
く
座
っ
て
、
お
じ
ぎ
を
し

た
と
思
う
と
、
三
人
が
一
斉
に
ワ
ー
ッ
と
声
を
あ
げ
て
泣
い
た
。
気
の
毒
な
位
泣
い
た
。
黒
と

藤
色
と
ぼ
た
ん
色
の
三
つ
の
羽
織
姿
が
一
せ
い
に
曲
線
を
え
が
い
て
前
に
つ
っ
ぷ
し
た
の
が
、

今
で
も
は
っ
き
り
目
に
残
っ
て
い
る
。

と
、
窪
川
稲
子
の
「
二
月
二
十
日
の
あ
と
」
の
描
写
と
ほ
ぼ
付
合
す
る
状
況
を
江
口
渙
が
語
っ
て
い
る
。

そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
美
女
に
と
り
わ
け
関
心
の
高
い
江
口
の
証
言
に
よ
っ
て
、
女
性
が
美
し
か
っ
た
こ
と
や
、

三
人
の
女
性
の
羽
織
の
色
ま
で
が
特
定
で
き
る
の
で
あ
る
。
た
だ
そ
れ
で
も
、
美
女
の
内
二
人
が
田
口
タ

キ
と
多
喜
二
の
妹
幸
で
あ
る
こ
と
は
わ
か
る
が
、
ぼ
た
ん
色
の
羽
織
の
女
が
誰
だ
っ
た
の
か
は
わ
か
ら
な

い
。そ

こ
で
い
ろ
い
ろ
揣
摩
憶
測
が
な
さ
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
三
人
目
の
女
は
、
当
時
多
喜
二
と
の
仲
を
取

し

ま

り
ざ
た
さ
れ
た
「
若
林
つ
や
」
で
は
な
い
か
、
と
い
う
憶
測
で
あ
る
。
だ
い
ぶ
時
期
は
下
る
が
一
九
七
六

年
二
月
二
十
七
日
号
の
『
週
刊
朝
日
』
に
平
野
謙
が
、
貴
司
な
ど
が
そ
の
よ
う
な
推
測
を
語
っ
て
い
た
と

い
う
形
で
書
い
て
い
る
。
貴
司
周
辺
資
料
で
文
字
と
し
て
見
た
こ
と
は
な
い
が
、
確
か
に
、
噂
好
き
の
貴

司
が
あ
る
時
期
そ
の
よ
う
な
憶
測
を
誰
か
に
語
っ
た
こ
と
も
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。

そ
の
よ
う
な
前
提
が
あ
っ
て
、
貴
司
は
そ
の
疑
問
に
決
着
を
つ
け
よ
う
と
し
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

昭
和
四
十
年
八
月
二
十
四
日
付
の
、
つ
や
か
ら
貴
司
へ
の
手
紙
が
あ
る
。
貴
司
は
八
月
二
十
一
日
の
イ

ン
タ
ビ
ュ
ー
取
材
の
さ
い
に
、
つ
や
自
身
の
ポ
ー
ト
レ
ー
ト
の
借
用
を
依
頼
し
た
ら
し
い
。
そ
れ
を
送
っ

て
き
た
も
の
で
、
そ
の
添
え
書
き
に
─
─
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こ
の
間
は
失
礼
し
ま
し
た

意
外
な
こ
と
で
お
ど
ろ
き
ま
し
た

故
人
の
め
い
よ

の
た
め
に

私
が
生
き
て
い
る
間
に

お
め
に
か
か
り
事
実
を
お
話
出
来
た
の
は
幸
で
し
た

写
真
を
お
送
り
い
た
し
ま
す

八
月
二
十
四
日

杉
山
美
都
枝

貴
司
山
治
様

と
あ
る
。
「
意
外
な
こ
と
で
お
ど
ろ
き
ま
し
た
」
と
は
、
お
そ
ら
く
、
つ
や
が
小
林
多
喜
二
と
何
ら
か

の
関
係
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
、
後
年
平
野
謙
が
い
う
と
こ
ろ
の
「
げ
す
の
か
ん
ぐ
り
」
に
類

す
る
噂
の
確
認
、
と
い
う
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
の
主
題
に
つ
い
て
の
こ
と
で
は
な
か
ろ
う
か
。
貴
司
は
、
若
林

つ
や
と
多
喜
二
の
関
係
を
主
題
と
し
て
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
を
申
し
入
れ
た
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
が

想
像
で
き
る
。

五
．
「
若
林
つ
や
・
聞
き
取
り
」
資
料

若
林
つ
や
は
、
そ
う
い
う
ア
ケ
ス
ケ
な
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
に
対
し
て
、
細
か
く
ま
と
も
に
こ
た
え
て
い
る
。

た
だ
、
こ
の
聞
き
取
り
調
査
は
速
記
や
録
音
を
取
っ
た
わ
け
で
は
な
い
の
で
、
貴
司
が
直
後
に
、
記
憶

に
も
と
づ
い
て
要
点
を
書
き
出
し
、
そ
れ
を
若
林
つ
や
に
送
付
し
て
校
閲
確
認
を
も
と
め
る
、
と
い
う
か

た
ち
で
資
料
と
し
て
残
さ
れ
た
。

貴
司
の
「
聞
き
取
り
要
点
」
は
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
の
行
わ
れ
た
八
月
二
十
一
日
と
推
定
さ
れ
る
日
か
ら
旬

日
を
出
で
ず
送
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
約
一
ヶ
月
後
の
九
月
二
十
一
日
付
速
達
で
、
細
か
く
加
除
修
正

を
書
き
込
ん
だ
原
稿
紙
が
、
貴
司
に
返
送
さ
れ
て
い
る
。

そ
の
現
物
は
現
在
、
徳
島
県
立
文
学
書
道
館
に
収
蔵
さ
れ
て
い
る
が
、
貴
司
が
書
い
た
聞
き
取
り
要
点

に
た
い
し
て
、
若
林
つ
や
が
細
か
く
加
筆
修
正
を
加
え
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。

図４）依頼によって三枚の写真が送ら

れてきている。図１、２とこの写真で

ある。年齢的雰囲気と、木の窓枠など

の背景から民族学博物館時代、つまり

インタビューが行われた頃のものでは

ないかと思われる。
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（
図
５

「
若
林
つ
や
に
よ
っ
て
書
き
込
み
訂
正
さ
れ
た
聞
き
取
り
原
稿
一
枚
目
」
）

以
下
、
そ
の
原
稿
の
書
き
起
こ
し
全
文
を
示
す
。
貴
司
の
提
示
稿
に
た
い
す
る
若
林
の
加
筆
修
正
を
太

字
で
示
す
。
消
し
線
も
若
林
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
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八
月
二
十
一
日
民
族
博
物
館
で
の
聞
取
要
点

？

＊
「
一
」
に
「
？
」
添
え
字
あ
り

△
私
の
生
ま
れ
た
の
は
伊
豆
の
下
狩
野
村
（
今
修
善
寺
町
に
編
入
）
で
、
家
は
中
農
家
、
五
人

き
ょ
う
だ
い
の
長
女
人
目
で
す
。
静
岡
県
立
女
子
師
範
学
校
二
部
を
出
て
、
伊
東
市
で
二
年
間

小
学
校
々
員
を
し
ま
し
た
、

△
教
員
時
代
、
も
の

小
説
を
書
く
こ
と
を
志
し
、
岡
田
八
千
代

長
谷
川
時
雨
さ
ん
の
「
女

人
芸
術
」
の
同
人
に
な
り
ま
し
た
が

の
読
者
で
あ
り
、
投
書
者
（
？
）
で
も
あ
り
ま
し
た
。

実
名
で
書
い
て
は
教
職
の
方
に
ひ
ゞ
く
の
で
若
林
つ
や
と
い
う
筆
名
を
用
い
ま
し
た

（
欄
外
書
込
み
）
「
女
人
芸
術
」
は
同
人
雑
誌
で
は
な
く
従
っ
て
「
同
人
」
と
い
う

も
の
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た

小
学
校
の
先
生
が
小
説
を
か
く
な
ど
、
し
か
も
左
が
か
っ
た
「
女
人
芸
術
」
を
読

ん
で
い
る
こ
と
す
ら
大
へ
ん
な
こ
と
で
し
た
。

△
若
林
つ
や
と
い
う
の
は
私
の
教
え
て
い
た
伊
東
の
小
学
校
の
生
徒
で
、
伊
東
の
町
の
舞
妓
「
半

玉
」
で
し
た
。
頭
の
い
い
可
愛
ら
し
い
子
で
し
た
。

（
欄
外
書
込
み
）
こ
の
子
の
こ
と
を
短
篇
に
ま
と
め
て
「
女
人
芸
術
」
に
投
書
し
た

と
思
い
ま
す

筆
名
な
ど
考
え
て
い
る
ひ
ま
も
な
く
て
そ
の
ま
ま
実
在
の
名
前
を
使

い
ま
し
た
の
で
私
に
は
ふ
さ
わ
し
く
な
か
っ
た
と
思
っ
て
い
ま
す

△
「
女
人
芸
術
」
に
何
度
か
書
い
て
い
る
内
、
昭
和
六
年
に
日
本
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
作
家
同
盟
に

加
入
し
ま
し
た
。

そ
の
加
入
の
い
き
さ
つ
は
─
─

あ
の
当
時
は
特
別
の
人
で
な
い
か
ぎ
り
す
べ
て
の
人
が
そ
う
い
う
勉
強
を
し
、
そ
う
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
よ
う
な
時
代
だ
っ
た
で
し
ょ
う
。
直
接
紹
介
し
進
め
て
く
れ
た
の
は
宮
本
百
合

子
さ
ん
と
湯
浅
芳
子
さ
ん
だ
っ
た
と
思
い
ま
す

△
加
入
し
て
間
も
な
く
、
書
記
長
の
小
林
多
喜
二
氏
か
ら
、
「
多
喜
二
書
翰
集
」
に
収
め
た
よ

う
な
手
紙

が
き
た
の
で
す
。

⑦

小
林
多
喜
二
か
ら
若
林
つ
や
に
送
ら
れ
た
〝
「
書
翰
集
」
に
収
め
た
第
一
の
手
紙
〟
と
は
、
一
九

三
二
年
一
月
の
約
八
〇
〇
字
の
手
紙
で
あ
る
。
そ
の
要
点
は

「
こ
の
間
の
常
任
委
員
会
（
＊
作
家
同
盟
の
）
で
、
新
し
く
同
盟
員
に
な
っ
た
人
々
の
作
品
指

導
を
、
個
人
的
に
し
て
み
て
は
ど
う
か
と
い
う
事
が
問
題
に
な
り
、
さ
し
あ
た
り
僕
は
あ
な
た
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と
阿
蘇
弘
君
の
二
人
を
受
け
も
つ
こ
と
に
な
り
ま
し
た
の
で
、
こ
の
手
紙
を
か
く
次
第
で
す
。

…
…
婦
人
作
家
の
作
品
は
─
─
こ
れ
は
同
盟
に
限
ら
な
い
の
で
す
が
─
─
と
に
か
く
エ
ピ
ソ
ー

ド
的
な
短
い
も
の
が
多
い
の
は
遺
憾
で
す
。
も
っ
と
積
極
的
な
主
題
と
が
っ
ち
り
組
ん
で
、
あ

な
た
に
は
長
い
、
い
ゝ
も
の
を
書
い
て
も
ら
い
た
い
の
で
す
。
…
…
手
紙
よ
り
も
お
め
に
か
ゝ

っ
て
お
話
し
し
た
方
が
よ
い
と
思
い
ま
す
か
ら
、
一
度
僕
の
家
へ
お
出
下
さ
い
。
…
…
」（
新
日

本
出
版
社1983/1/30

発
行

小
林
多
喜
二
全
集
第
七
巻586

頁
）

第
二
の
手
紙
が
同
年
三
月
上
旬
に
送
ら
れ
て
お
り
、
全
集
に
収
録
さ
れ
て
い
る
の
は
そ
の
二
つ
だ
け
で

あ
る
。
な
お
、
故
人
の
め
い
よ
の
た
め
に
申
し
添
え
れ
ば
、
美
人
の
つ
や
だ
け
で
な
く
、
常
任
委
員
会

で
指
導
担
当
と
な
っ
た
十
六
歳
の
少
年
工
阿
蘇
弘
に
た
い
し
て
も
、
多
喜
二
は
懇
切
な
手
紙
を
四
通
以

上
送
っ
て
い
る
。

私
は
今
日
ま
で
そ
れ
を
書
い
て
あ
る
と
お
り
に
信
じ
、
同
盟
事
務
所
を
は
じ
め
、
と
す
れ
ば

こ
れ
は
二
番
目
に
な
り
ま
す
が
馬
橋
の
氏
の
家
へ
訪
ね
て
行
き
ま
し
た
。
最
初
の
そ
の
訪
問
で

は
、
小
林
氏
か
ら
、
大
体
つ
ぎ
の
よ
う
な
こ
と
を
話
さ
れ
た
と
思
い
ま
す
。

ご
く
初
歩
的
な
指
導
だ
っ
た
と
思
い
ま
す

ま
ず
「
志
賀
直
哉
」
を
た
ん
ね
ん
に
よ
む
よ
う
に

と
言
は
れ
、
私
の
書
い
た
小
説
に
つ
い
て
く
わ
し
い
批
評
を
し
て
く
れ
た
と
思
い
ま
す

阿
佐
ヶ
谷
の
何
と
か
い
う
文
士
な
ど
の
よ
く
い
く
小
さ
な
喫
茶
店
で
し
た

△
一
番
は
じ
め
は
、
下
落
合
の
同
盟
事
務
所
で
あ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
そ
の
時
の
話
し
は
─
─

の
は
、
「
書
翰
集
」
に
収
め
た
第
一
の
手
紙
を
も
ら
っ
た
直
ぐ
あ
と
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
会

合
の
あ
と
の
ほ
ん
の
ち
ょ
っ
と
し
た
時
間
で
し
た
。
い
つ
で
も
来
る
よ
う
に
と
言
は
れ
、
煙
草

の
箱
に
も
う
一
度
地
図
を
か
い
て
渡
し
て
く
れ
ま
し
た
。

△
そ
の
つ
ぎ

三
番
目
は
「
新
宿
の
不
二
屋
」
で
し
た
。
や
は
り
私
の
小
説
に
つ
い
て
細
々
と

何
か
言
っ
て
く
れ
ま
し
た
。

短
歌
や
俳
句
の
場
合
は
一
字
一
句
が
左
右
す
る
が
、
小
説
の
場
合
で
も
こ
ん
な
に
細
か
く
批
評

や
注
意
を
し
て
も
ら
え
る
の
は
有
難
い
と
思
っ
た
こ
と
を
お
ぼ
え
て
い
ま
す
。
他
に
は
、
基
本

的
な
勉
強
に
な
る
も
の
を
あ
れ
こ
れ
と
読
む
よ
う
に
と
言
は
れ
ま
し
た
。
そ
の
時
は
三
時
間
ぐ

ら
い
は
じ
め
か
ら
終
り
ま
で
文
学
の
話
し
で
し
た
。

△
三
四
度
目
（
同
盟
事
務
所
で
会
っ
た
も
の
を
加
え
る
と
四
度
目
に
な
り
ま
す
）
に
あ
っ
た
の

が
、
最
後
で
し
た
。
そ
の
場
所
は
、
六
本
木
の
通
り
で
し
た

喫
茶
店
に
ち
ょ
っ
と
入
っ
て
す
ぐ
出
て
、
ど
こ
か
よ
く
わ
か
ら
な
い
の
で
す
が
、
麻
布
の
ど
こ

か
二
業
地
か
三
業
地
の
よ
う
な
と
こ
ろ
を
歩
き
な
が
ら
話
し
、
今
考
え
る
と
「
二
の
橋
」
か
ら

私
は
電
車
に
乗
り
ま
し
た

「
五
・
一
五
」
の
号
外
が
電
柱
に
貼
っ
て
あ
る
の
を
み
て
「
や
っ

た
な
」
と
言
は
れ
た
の
で
そ
の
日
を
お
ぼ
え
て
い
ま
す

で
、
時
は
昭
和
七
年
五
月
一
五
ご
ろ
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
、

い
そ
が
し
く
な
る
し
、
生
活
が
変
わ
る
（
も
ぐ
る
）
か
ら
、
も
う
面
倒
を
み
て
あ
げ
ら
れ
な
い

か
ら
─
─
と
い
う
よ
う
に
い
わ
れ
た
の
を
お
ぼ
え
て
い
ま
す
。

小
説
が
か
け
た
ら
立
野
信
之
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氏
に
み
て
も
ら
う
よ
う
に
と
い
わ
れ
ま
し
た
。

そ
の
時
の
時
間
は
極
く
短
く
、
話
の
内
容
は
他
の
こ
と
は
一
切
話
さ
ず
、
私
も
き
く
べ
き
で
は

な
い
と
思
っ
て
い
ま
し
た
の
で
何
も
き
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
電
柱
の
か
げ
に
立
っ
て
私
の
電
車

に
乗
る
の
を
見
て
い
た
こ
と
を
記
憶
し
て
い
ま
す
。

△
私
は
小
林
氏
に
は
、
何
も
特
別
な
気
持
ち
は
も
ち
ま
せ
ん
で
し
た
。
女
子
学
生
の
が
尊
敬
す

る
教
授
の
講
義
を
き
く
よ
う
な
調
子
で
、
き
ま
じ
め
に
、
話
を
き
い
た
の
に
ま
ち
が
い
あ
り
ま

せ
ん
。
何
も
特
別
な
そ
ぶ
り
も
感
じ
ま
せ
ん
で
し
た
。

△
昭
和
七
年
五
月
ご
ろ
か
ら
、
小
林
氏
は
地
下
生
活
に
移
っ
て
し
ま
い
、
私
は
元
来
体
が
弱
く

そ
の
年
の
秋
ご
ろ
に
病
気
を
し
て
（
肺
結
核
）
伊
豆
に
か
え
っ
て
一
年
間
、
養
生
を
し
て
い
ま

し
た
の
で
、
ど
ん
な
関
係
も
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
わ
け
で
す
。

小
林
氏
の
死
の
こ
と
は
郷
里
で
新
聞
に
よ
っ
て
知
り
ま
し
た
。

△
昭
和
八
年
の
末
頃
、
体
が
よ
く
な
っ
た
の
で
又
東
京
に
出
、
長
谷
川
時
雨
さ
ん
が
「
女
人
芸

術
」
の
あ
と
を
「
輝
ク
会
」
と
い
う
婦
人
の
文
化
団
体
を
つ
く
っ
て
い
ま
し
た
の
で
そ
の
方
の

仕
事
を
丁
度
十
年
間
時
雨
先
生
の
亡
く
な
る
ま
で
し
ま
し
た
。
貴
司
さ
ん
の
「
文
学
案
内
」
や

亀
井
勝
一
郎
氏
や
藤
原
定
氏
等
に
進
め
ら
れ
て
「
現
実
」
な
ど
に
短
篇
を
書
き
ま
し
た
が
、
時

代
の
悪
化
す
る
中
で
文
学
か
ら
遠
ざ
か
っ
て
し
ま
い
、
ち
が
っ
た
方
向
に
行
き
ま
し
た
の
で
、

だ
ん
だ
ん
と
昔
の
人
た
ち
と
も
遠
ざ
か
っ
て
行
き
、
現
在
の
所
に
つ
と
め
て
も
う
二
十
年
間
、

今
日
に
至
っ
て
い
ま
す
。

書
く
こ
と
が
む
づ
か
し
く
な
り
、
か
け
な
く
は
な
っ
て
い
ま
す
。
け
れ
ど
も
文
学
か
ら
全
く
遠マ

マ

っ
て
し
ま
え
な
い
の
で
こ
ま
っ
て
い
ま
す
。

（
翻
刻
以
上
）

六
．
あ
ら
か
じ
め
失
わ
れ
た
恋
人
た
ち

⑧

リ
ル
ケ
の
詩
の
題
名
、
ま
た
清
水
邦
夫
、
田
原
総
一
朗
共
同
脚
本
・
監
督
、
一
九

七
一
年
制
作
の
映
画
の
題
名
に
も
使
わ
れ
て
い
る
。

こ
の
「
聞
取
要
点
」
を
見
る
と
、
若
林
つ
や
は
貴
司
の
取
材
に
対
し
て
、
極
め
て
ま
と
も
に
生
真
面
目

に
答
え
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
前
に
触
れ
た
「
舞
妓
」
を
「
半
玉
」
と
訂
正
す
る
よ
う
な
こ
だ
わ
り
も

そ
う
だ
が
、
小
林
多
喜
二
と
あ
っ
た
回
数
を
こ
ま
か
く
確
認
し
、
そ
れ
は
四
回
で
あ
り
、
三
回
で
も
五
回

で
も
な
い
と
意
地
に
な
っ
て
主
張
し
て
い
る
よ
う
に
さ
え
見
え
る
。
そ
れ
は
お
そ
ら
く
、
多
喜
二
と
何
か

関
係
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
男
ど
も
の
〝
げ
す
の
か
ん
ぐ
り
〟
に
対
す
る
事
実
に
も
と
ず
く
反

論
、
何
も
あ
や
し
い
逢
い
方
な
ど
し
て
い
な
い
と
い
う
主
張
で
あ
る
よ
う
に
見
え
る
。
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で
は
、
実
際
に
つ
や
と
小
林
多
喜
二
の
出
会
い
は
「
要
点
」
で
彼
女
が
陳
述
し
て
い
る
よ
う
に
「
女
子

学
生
が
尊
敬
す
る
教
授
の
講
義
を
き
く
よ
う
な
」
も
の
だ
っ
た
の
か
と
い
え
ば
、
必
ず
し
も
そ
う
ば
か
り

と
は
い
え
な
い
。

昭
和
九
年
、
小
林
多
喜
二
が
警
察
に
よ
っ
て
拷
問
虐
殺
さ
れ
る
と
い
う
事
態
か
ら
一
年
あ
ま
り
し
か
た

っ
て
い
な
い
早
い
時
期
に
、
彼
女
は
こ
ん
な
こ
と
を
書
い
て
い
る
。

そ
の
後
愛
情
か
ら
よ
り
も
、
む
し
ろ
仕
事
の
上
で
こ
の
人
な
ら
ば
と
思
っ
た
人
は
私
自
身
の

病
気
帰
省
中
に
、
ふ
い
な
死
方
を
し
て
し
ま
い
ま
し
た
。
私
は
こ
ん
な
ふ
う
に
中
途
半
端
な
、

不
幸
な
、
こ
と
ば
か
り
し
て
来
た
せ
い
か
今
で
は
軽
は
ず
み
に
、
恋
愛
な
ど
し
た
く
な
い
と
思

っ
て
い
ま
す
。
…
…
で
も
そ
の
人
の
仕
事
、
研
究
、
感
情
等
で
ほ
ん
た
う
に
崇
拝
出
来
、
一
緒

に
や
っ
て
行
け
る
ん
だ
っ
た
ら
、
自
分
の
凡
て
を
、
そ
の
人
の
た
め
に
投
げ
出
し
て
し
ま
っ
て

も
よ
い
と
考
へ
て
ゐ
ま
す
。
…
…

⑨

若
林
つ
や
「
私
の
恋
愛
は
？
─
─
淡
々
水
の
如
き
も
の
を
」

文
化
集
団
社
『
文
化
集
団
』
二
巻

七
号1934/7

発
行
。

こ
の
文
章
に
は
一
種
や
や
こ
し
い
自
己
撞
着
が
あ
っ
て
分
か
り
に
く
い
。
あ
え
て
、
解
釈
す
れ
ば
…
…

「
病
気
帰
省
中
に
ふ
い
な
死
方
を
し
て
し
ま
」
っ
た
人
、
と
い
う
の
は
紛
う
方
無
く
小
林
多
喜
二
を
指
す
。

と
こ
ろ
が
、
そ
の
人
へ
の
思
い
は
愛
情
で
は
な
く
仕
事
の
上
、
つ
ま
り
文
学
の
師
匠
と
し
て
の
愛
着
だ
と

し
て
一
線
を
引
い
て
い
る
。
で
も
そ
れ
は
中
途
半
端
な
煮
え
切
ら
な
い
態
度
だ
っ
た
の
だ
。
…
…
こ
れ
か

ら
は
、
仕
事
、
研
究
、
感
情
な
ど
で
受
容
で
き
る
人
が
い
た
ら
、
凡
て
を
投
げ
出
し
て
愛
に
ま
み
れ
て
し

ま
お
う
…
…

複
雑
な
レ
ト
リ
ッ
ク
だ
が
、
で
も
こ
れ
は
、
明
ら
か
に
今
は
亡
き
小
林
多
喜
二
へ
の
愛
の
告
白
で
あ
ろ

う
。そ

れ
と
も
う
一
つ
、
そ
う
い
う
「
想
い
」
の
世
界
を
越
え
た
現
実
世
界
で
つ
や
と
多
喜
二
を
結
び
つ
け

る
よ
う
な
事
柄
が
生
起
し
て
い
た
。

つ
や
の
評
伝
「
白
き
薔
薇
よ
」
の
な
か
に
つ
ぎ
の
よ
う
な
一
文
が
あ
る
。

多
喜
二
は
つ
や
を
妻
に
し
た
い
、
と
あ
る
人
に
打
ち
明
け
た
。
し
か
し
、
そ
の
多
喜
二
の
気

持
ち
を
聞
い
た
党
幹
部
が
、
あ
の
女
で
は
拷
問
に
耐
え
ら
れ
そ
う
に
な
い
、
す
ぐ
転
ぶ
、
と
反

対
し
た
と
い
う
。

こ
れ
は
、
私
が
つ
や
の
口
か
ら
直
接
聞
い
た
話
で
あ
る
。
…
…

⑩

堀
江
朋
子
「
白
き
薔
薇
よ
」
図
書
新
聞2003/6/30

発
行73

頁
。

「
白
き
薔
薇
よ
」
の
筆
者
堀
江
朋
子
氏
は
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
詩
人
上
野
壮
夫
の
ご
息
女
で
あ
り
、
し
か
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も
、
若
林
つ
や
の
晩
年
、
十
年
近
く
民
族
学
博
物
館
（
民
族
学
振
興
会
）
で
つ
や
の
下
に
勤
務
さ
れ
た
方

で
あ
り
、
そ
の
書
か
れ
て
い
る
こ
と
は
重
く
み
な
け
れ
ば
い
け
な
い
。

し
か
し
そ
れ
に
し
て
も
、
こ
の
こ
と
を
若
林
つ
や
は
い
つ
、
誰
か
ら
聞
き
知
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
阿
部

浪
子
氏
の
「
書
く
こ
と
恋
す
る
こ
と
」
⑪

で
は
、
貴
司
が
取
材
に
訪
れ
た
時
に
戦
前
の
話
し
と
し
て
し

ゃ
べ
っ
た
、
そ
し
て
そ
れ
は
つ
や
に
と
っ
て
は
初
め
て
聞
く
寝
耳
に
水
の
話
し
だ
っ
た
、
と
と
れ
る
よ
う

な
記
載
が
あ
る
。
つ
や
が
、
阿
部
氏
の
取
材
に
対
し
て
そ
う
い
う
思
い
出
話
を
し
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

だ
と
す
る
と
、
先
に
引
用
し
た
つ
や
か
ら
貴
司
へ
の
写
真
送
付
の
添
え
書
き
「
意
外
な
こ
と
で
お
ど
ろ
き

ま
し
た
」
の
「
意
外
」
は
、
こ
の
事
実
に
対
し
て
述
べ
た
言
葉
か
も
し
れ
な
い
。

⑪

堀
江
朋
子
「
白
き
薔
薇
よ
」
図
書
新
聞2003/6/30

発
行73

頁
。

貴
司
に
関
し
て
い
え
ば
、
つ
や
と
多
喜
二
に
関
わ
り
が
生
じ
て
い
た
一
九
三
一
～
二
年
頃
と
い
え
ば
作

家
同
盟
の
主
要
な
活
動
家
の
一
人
で
あ
り
、
し
か
も
非
党
員
の
シ
ン
パ
サ
イ
ザ
ー
と
い
う
比
較
的
自
由
な

立
場
に
あ
っ
た
。
大
衆
作
家
と
し
て
ゴ
シ
ッ
プ
好
き
の
〝
地
獄
耳
〟
だ
っ
た
か
ら
〝
誰
と
誰
が
ど
う
し
た

〟
と
い
っ
た
種
類
の
噂
話
は
洩
れ
な
く
キ
ャ
ッ
チ
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
後
年
、
も
う
時
効
と
思
っ
て

つ
や
本
人
に
物
語
っ
た
可
能
性
は
十
分
考
え
ら
れ
る
。

い
ず
れ
に
し
ろ
、
こ
う
見
て
く
る
と
、
若
林
つ
や
の
、
貴
司
の
聞
き
取
り
に
対
す
る
答
え
は
、
大
筋
で

は
そ
の
通
り
だ
が
、
や
や
綺
麗
事
に
過
ぎ
る
と
い
う
感
じ
も
す
る
。
形
の
上
で
は
「
女
子
学
生
が
尊
敬
す

る
教
授
の
講
義
を
き
く
よ
う
な
」
も
の
だ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
が
、
内
実
は
、
双
方
に
一
時
、
古
い
言
葉

で
い
え
ば
〝
憎
か
ら
ぬ
〟
気
持
ち
が
動
い
た
こ
と
も
あ
っ
た
、
と
考
え
る
の
が
自
然
で
あ
ろ
う
。

そ
う
思
っ
て
見
返
す
と
、
「
聞
取
要
点
」
の
一
節
、
昭
和
七
年
五
月
十
五
日
（
─
─
つ
や
は
貴
司
の
聞

書
要
点
の
「
ご
ろ
」
と
い
う
こ
と
ば
を
わ
ざ
わ
ざ
消
し
て
、
電
柱
に
五
・
一
五
事
件
の
ビ
ラ
が
貼
っ
て
あ

っ
た
と
い
う
記
憶
に
基
づ
い
て
、
こ
の
別
離
の
日
を
五
月
十
五
日
と
し
て
い
る
が
、
実
際
は
こ
の
事
件
は

五
月
十
五
日
夕
刻
に
生
起
し
て
い
る
か
ら
、
ビ
ラ
が
張
ら
れ
た
の
は
十
六
日
以
降
と
考
え
ら
れ
る
）
、
麻

布
二
の
橋
か
ら
市
電
に
乗
っ
て
去
っ
て
行
く
つ
や
を
、
五
・
一
五
事
件
の
ビ
ラ
の
貼
ら
れ
た
電
柱
の
か
げ

か
ら
そ
っ
と
多
喜
二
が
見
送
っ
た
、
そ
れ
が
最
後
の
別
れ
に
な
っ
た
と
い
う
演
歌
映
画
の
一
シ
ー
ン
の
よ

う
な
情
景
が
、
何
か
大
き
な
時
代
の
う
ね
り
と
人
間
の
生
き
ざ
ま
と
を
垣
間
見
る
よ
う
で
、
身
に
沁
み
る

の
で
あ
る
。

…
…
し
か
し
、
も
し
こ
の
別
れ
が
事
実
昭
和
七
年
五
月
十
五
日
近
辺
だ
っ
た
と
し
た
ら
、
多
喜
二
は
正

に
そ
の
頃
か
ら
杉
並
区
馬
橋
の
自
宅
を
出
て
非
合
法
生
活
に
入
り
、
こ
の
麻
布
二
の
橋
の
た
も
と
か
ら
ほ

ん
の
百
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
の
麻
布
称
名
寺
境
内
の
二
階
屋
に
、
伊
藤
ふ
じ
子
と
と
も
に
移
り
住
ん
で
い
た
の

だ
。
か
っ
て
、
拷
問
で
転
ぶ
か
ら
と
否
定
さ
れ
た
女
の
場
所
に
、
す
で
に
そ
の
時
伊
藤
ふ
じ
子
が
い
た
の

で
あ
る
。
そ
し
て
ふ
じ
子
は
生
き
抜
い
た
。

一
時
、
多
喜
二
の
通
夜
に
あ
ら
わ
れ
た
三
人
の
美
女
の
一
人
に
、
伊
藤
ふ
じ
子
が
擬
せ
ら
れ
た
こ
と
も

あ
っ
た
。
し
か
し
そ
れ
は
全
く
の
誤
解
で
、
伊
藤
ふ
じ
子
は
一
人
で
現
れ
て
遺
骸
と
の
壮
絶
な
別
れ
を
演

じ
た
末
に
姿
を
消
し
た
。
三
人
の
一
人
で
は
な
か
っ
た
こ
と
は
江
口
渙
や
小
坂
多
喜
子
の
記
述
な
ど
か
ら
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も
明
ら
か
で
あ
る
。
ふ
じ
子
は
そ
の
後
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
漫
画
家
の
森
熊
猛
と
結
婚
し
昭
和
五
十
六
年
七

十
歳
ま
で
生
き
、
「
多
喜
二
忌
や

麻
布
二
の
橋

三
の
橋
」
と
い
う
句
を
残
す
。
麻
布
二
の
橋
が
そ
こ

に
忽
然
と
甦
る
。

現
在
で
は
、
ぼ
た
ん
色
の
羽
織
を
着
た
三
人
目
の
女
性
は
、
田
口
タ
キ
の
小
学
校
時
代
の
同
級
生
岩
名

雪
子
だ
と
い
う
の
が
定
説
と
な
っ
て
い
る
。
岩
名
雪
子
は
劇
作
家
で
「
鶴
・
岩
名
雪
子
戯
曲
集
」
と
い
う

本
を
の
こ
し
て
い
る
が
、
そ
の
あ
と
が
き
に
「
…
…
タ
キ
夫
人
は
、
私
の
小
学
校
の
同
級
生
で
、
長
い
年

月
の
苦
楽
が
共
感
で
き
、
互
い
に
励
ま
し
あ
っ
て
き
た
…
…
⑫
」
と
、
既
に
別
の
人
生
を
生
き
て
い
る
タ

キ
に
配
慮
し
た
極
め
て
暗
示
的
な
文
言
で
は
あ
る
が
、
印
象
的
な
言
葉
が
記
さ
れ
て
い
る
。
因
み
に
田
口

タ
キ
は
百
二
歳
の
長
寿
を
全
う
し
、
二
〇
〇
九
年
に
死
去
し
た
。

⑫

岩
名
雪
子
「
鶴
・
岩
名
雪
子
戯
曲
集
」1987/5/28

発
行

603

頁
。

七
．
残
さ
れ
た
「
若
林
つ
や
資
料
」

若
林
つ
や
と
小
林
多
喜
二
の
物
語
は
昭
和
七
年
で
終
わ
る
が
、
そ
の
あ
と
、
つ
や
は
長
谷
川
時
雨
が
『
女

人
芸
術
』
の
後
継
の
形
で
始
め
た
雑
誌
『
輝
ク
』
の
編
集
長
の
よ
う
な
立
場
で
そ
の
終
刊
ま
で
八
年
働
く
。

そ
の
頃
か
ら
、
芳
賀
檀
と
の
辛
く
長
い
恋
も
始
ま
る
。
敗
戦
間
際
の
昭
和
十
九
年
か
ら
は
民
族
学
振
興
会

は
が
ま
ゆ
み

の
勤
務
が
始
ま
り
こ
れ
は
実
に
四
十
四
年
間
続
く
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
平
成
十
年
九
月
十
七
日
伊
豆
湯

ヶ
島
の
病
院
で
死
去
す
る
。
享
年
九
十
二
歳
。

そ
の
後
に
は
、
段
ボ
ー
ル
箱
い
く
つ
も
の
古
い
資
料
が
遺
さ
れ
た
。
そ
の
主
要
な
も
の
は
、
編
集
長
と

し
て
働
い
た
『
輝
ク
』
時
代
の
も
の
だ
が
『
女
人
芸
術
』
時
代
の
も
の
も
多
く
含
ま
れ
て
い
る
。
編
集
す

る
立
場
に
な
る
と
、
お
の
ず
か
ら
い
ろ
い
ろ
な
人
の
原
稿
や
資
料
が
集
積
し
て
く
る
も
の
な
の
で
あ
る
。

中
に
は
小
林
多
喜
二
の
生
原
稿
も
含
ま
て
い
る
。
そ
れ
ら
の
資
料
は
約
四
百
点
に
の
ぼ
り
、
今
、
北
海
道

文
学
館
に
収
蔵
さ
れ
て
い
る
。

な
お
、
前
述
の
よ
う
に
貴
司
の
求
め
に
応
じ
て
若
林
は
自
身
の
ポ
ー
ト
レ
ー
ト
を
三
枚
送
っ
て
き
た
が
、

も
う
一
枚
、
若
林
自
身
と
は
異
な
る
写
真
が
同
封
さ
れ
て
い
た
。
親
友
の
杉
本
智
恵
子
の
も
の
で
あ
る
。

杉
本
智
恵
子
は
、
杉
本
良
吉
（
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
化
聯
盟
の
幹
部
で
、
昭
和
十
三
年
に
映
画
ス
タ
ー
岡

田
嘉
子
と
樺
太
か
ら
越
境
駆
け
落
ち
し
、
ソ
ビ
エ
ト
で

銃
殺
さ
れ
た
人
物
）
の
妻
だ
っ
た
。
智
恵
子
は
夫
に
捨

て
ら
れ
た
暫
く
後
に
結
核
で
死
去
し
た
。
求
め
ら
れ
て

い
な
い
杉
本
の
写
真
を
若
林
が
わ
ざ
わ
ざ
同
封
し
て
き

た
背
後
に
は
、
薄
命
な
友
へ
の
愛
惜
と
、
理
不
尽
な
事

態
へ
の
怒
り
が
秘
め
ら
れ
て
い
る
と
感
じ
ら
れ
る
。

（
二
〇
一
四
・
一
）
＊2015/05

改
稿

図６）同封されていた杉本智恵

子のポートレート。


