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　「
竹
田
先
生
」
っ
て
誰
だ
ろ
う
？
正
月
に
長

崎
ま
で
親
類
を
訪
ね
一
泊
し
て
、
翌
朝
付
近

の
海
岸
沿
い
を
散
策
中
に
こ
の
碑
と
出
会
っ

た
。
近
寄
る
と
小
さ
く
「
田
能
村
竹
田
」
と

刻
ま
れ
て
あ
る
。
以
前
頼
山
陽
を
調
べ
た
時

に
、
同
志
的
親
友
と
し
て
竹
田
の
名
が
あ
っ

た
の
を
思
い
出
し
俄
然
興
味
が
湧
い
た
。

　
田
能
村
竹
田
は
大
分
県
竹
田
で
、
岡
藩
侍

医
の
家
に
生
ま
れ
た
。
一
旦
は
家
業
を
継
ぐ

が
や
が
て
学
問
を
専
ら
と
し
医
者
を
辞
し
た
。

　
そ
の
後
は
豊
後
と
江
戸
・ 

上
方
を
何
度
も

行
き
来
し
つ
つ
多
く
の
学
者
・
文
人
た
ち
と

交
流
し
た
。
江
戸
時
代
後
期
の
代
表
的
南
画

（
文
人
画
）
家
と
し
て
今
日
ま
で
定
評
を
得
て

い
る
。
文
政
九
年
（
一
八
二
六
）
五
〇
歳
で

長
崎
に
遊
歴
し
当
地
の
画
家
か
ら
中
国
絵
画

の
技
法
を
学
ん
だ
が
、
そ
の
折
り
に
こ
こ
か

ら
船
出
し
た
ら
し
い
。

　
こ
の
碑
は
「
い
け
す
料
理
肥
前
屋
」
の
門
柱

横
に
あ
っ
た
の
で
、
後
日
電
話
を
探
し
て
由
来

を
尋
ね
た
と
こ
ろ
、
ご
隠
居
が
電
話
口
ま
で
ご

足
労
の
う
え
次
の
よ
う
に
語
っ
て
く
れ
た
。「
碑

は
自
分
が
子
供
の
時
分（
戦
後
間
も
な
い
頃
か
）、

島
内
八
郎
さ
ん
（
郷
土
史
家
で
歌
人
）
た
ち
が

建
て
た
。
田
能
村
竹
田
は
こ
の
海
岸
か
ら
船
出

し
、茂
木（
こ
の
海
岸
に
沿
っ
て
十
キ
ロ
ほ
ど
南
）

か
ら
出
港
し
た
頼
山
陽
と
千
々
和
（
橘
湾
の
向

う
岸
で
雲
仙
岳
の
麓
）
で
落
ち
合
っ
た
」。

　
南
に
広
が
る
天
草
灘
を
望
み
な
が
ら
、
肝

胆
相
照
ら
す
二
人
は
頼
山
陽
の
名
詩
「
天
草

灘
に
泊
す
」
の
一
節
「
雲
か
山
か
呉
か
越
か
・・

万
里
船
を
泊
す
天
草
の
洋
」
を
吟
じ
合
っ
た

か
も
し
れ
な
い
。
二
百
年
前
の
交
友
の
様
が

偲
ば
れ
て
心
温
ま
っ
た
。

　
更
に
足
を
延
ば
す
と
、
長
崎
市
役
所
日
見

地
区
セ
ン
タ
ー
前
で
「
七
・
二
三
　
長
﨑
　

大
水
害
碑
」
を
目
に
し
た
。
昭
和
五
十
七
年

七
月
二
十
三
日
の
水
害
（
一
日
降
水
量
四
四

八
ミ
リ
と
の
こ
と
）
を
後
世
に
伝
え
る
碑
で
あ
っ

た
。
一
年
後
に
建
て
ら
れ
た
石
碑
の
裏
面
に

は
、
こ
の
地
区
の
犠
牲
者
三
十
六
名
の
氏
名

が
刻
ま
れ
て
い
る
。

　
歴
史
の
一
齣
を
刻
ん
だ
顕
彰
碑
と
災
害
犠
牲

者
追
悼
の
碑
、
そ
の
ど
ち
ら
も
が
後
世
へ
語

り
継
ぐ
べ
き
、
そ
し
て
忘
れ
て
は
い
け
な
い

大
切
な
過
去
で
あ
る
。
偶
々
訪
れ
た
町
で
そ

の
両
方
に
触
れ
て
、
あ
あ
、
こ
れ
が
日
本
的

風
景
な
の
か
と
改
め
て
納
得
す
る
新
年
で

あ
っ
た
。 （
勇
）

　
連
載
記
事『
橋
を
架
け
る
』が
本
号
を
も
っ

て
、最
終
回
を
迎
え
ま
し
た
。

「
次
号
か
ら
占
部
さ
ん
の
連
載
が
始
ま
る
よ
」

編
集
会
議
で
そ
う
聞
い
た
と
き
に
は
、小
躍
り

し
た
い
よ
う
な
気
持
ち
で
し
た
。愛
読
し
て
い

る
人
間
学
を
学
ぶ
月
刊
誌『
致
知
』の
連
載
、

「
語
り
継
ぎ
た
い
美
し
い
日
本
人
の
物
語
」を

毎
号
、楽
し
み
に
し
て
い
た
一
読
者
で
し
た
か

ら
、あ
の
占
部
賢
志
先
生
の
原
稿
を
編
集
者
と

し
て「
世
界
で
最
初
読
め
る
」の
は
、ま
さ
に
役

得
と
言
う
他
あ
り
ま
せ
ん
。

　「
海
を
越
え
る
友
情
の
物
語
」
と
い
う
サ

ブ
タ
イ
ト
ル
が
付
い
た
こ
の
企
画
は
、歴
史
の
中

で
日
本
が
他
国
と
紡
い
で
き
た
感
動
的
な
エ
ピ

ソ
ー
ド
を
紹
介
す
る
も
の
で
す
。子
供
た
ち
へ

の「
教
材
」と
し
て
使
っ
て
も
ら
う
こ
と
を
前
提

と
し
た
も
の
な
の
で
、極
め
て
平
易
な
文
章
で

綴
ら
れ
て
い
ま
す
が
、行
間
に
に
じ
み
出
る

占
部
先
生
の
魂
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
に
、毎
回
、唸
っ
て

ば
か
り
で
し
た
。

　
な
ぜ
唸
る
の
か
。自
ら
の
無
知
が
露
呈
す
る

か
ら
で
す
。こ
ん
な
に
素
晴
ら
し
い
話
を
、な
ぜ

知
ら
な
か
っ
た
の
か
。大
人
と
し
て
情
け
な
い
。

日
本
人
と
し
て
恥
ず
か
し
い
…
…
そ
ん
な
思
い

が
唸
り
と
な
っ
て
、思
わ
ず
口
か
ら
漏
れ
る
の
で

し
た
。

　
一
方
で
勇
気
も
湧
い
て
き
ま
す
。連
載
で
は

有
名
、無
名
に
関
わ
ら
ず
、歴
史
上
の
日
本
人

が
描
か
れ
る
の
で
す
が
、誰
も
が「
日
本
人
ら
し

い
」の
で
す
。「
そ
う
そ
う
、こ
れ
こ
そ
、ま
さ
に

日
本
人
だ
よ
ね
」と
膝
を
打
つ
。そ
ん
な
痛
快

さ
も
連
載
の
魅
力
で
し
た
。　

　
次
号
か
ら
読
め
な
く
な
る
の
は
残
念
で
な
り

ま
せ
ん
が
、ま
た
占
部
先
生
が
誌
面
に
戻
っ
て

き
て
く
だ
さ
る
未
来
を
願
っ
て
、そ
の
間
に
、

先
生
の
著
作
を
す
べ
て
読
み
返
す
と
心
に
決

め
ま
し
た
。　
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巻頭言

　
防
災
訓
練
、
集
団
登
校
な
ど
全
員
参
加
が

　
求
め
ら
れ
、
ク
ラ
ス
の
係
な
ど
も
集
団
へ

　
の
献
身
が
評
価
さ
れ
る
。

　　
日
本
人
に
は
当
り
前
す
ぎ
る
こ
れ
ら
一
つ

一
つ
が
、
多
く
の
外
国
人
に
は
驚
き
の
対
象
と
な
り
ま
す
。

掃
除
は
用
務
員
の
仕
事
で
あ
り
、
ス
ポ
ー
ツ
デ
イ
は
当
日
が

い
き
な
り
本
番
と
い
う
の
が
世
界
の
常
識
だ
か
ら
で
す
。

　
そ
の
半
面
で
、
自
由
と
個
性
尊
重
の
教
育
が
行
き
過
ぎ
だ
っ

た
の
で
は
と
反
省
し
始
め
て
い
る
欧
米
社
会
か
ら
見
る
と
、

日
本
の
学
校
は
改
善
の
ヒ
ン
ト
満
載
と
も
映
り
ま
す
。
果
て

は
ワ
ー
ル
ド
カ
ッ
プ
観
戦
の
日
本
人
応
援
団
が
ゴ
ミ
を
片
付

け
た
り
、国
際
会
議
で
行
儀
が
良
く
協
調
性
を
発
揮
す
る
の
も
、

小
学
校
教
育
の
賜
物
か
と
話
題
に
な
っ
て
い
る
そ
う
で
す
。

日
本
人
は
喜
ん
で
い
て
い
い
の
か

　
国
際
社
会
に
お
け
る
日
本
人
の
言
動
を
評
価
さ
れ
る
の
は

嬉
し
い
事
で
す
が
、
そ
れ
ら
を
手
放
し
で
喜
ん
で
い
い
の
で

し
ょ
う
か
。

　
映
画
に
は
六
年
生
が
新
入
生
の
世
話
を
す
る
様
子
や
、

音
楽
会
の
器
楽
で
シ
ン
バ
ル
に
抜
擢
さ
れ
た
が
中
々
う
ま
く

演
奏
で
き
ず
落
ち
こ
ぼ
れ
そ
う
に
な
る
二
年
生
も
登
場
し
ま
す
。

ど
の
シ
ー
ン
も
七
十
年
前
に
遡
る
私
の
小
学
生
時
代
と
ほ
と

ん
ど
変
わ
ら
ず
、
懐
か
し
さ
さ
え
覚
え
ま
す
。
我
々
世
代
も

六
年
間
を
か
け
て
日
本
人
ら
し
く
育
て
上
げ
ら
れ
た
の
で

し
ょ
う
。

　
し
か
し
戦
後
の
ベ
ビ
ー
ブ
ー
ム
時
代
と
は
価
値
観
・
環
境
・

世
界
情
勢
な
ど
が
一
変
し
た
現
代
、
そ
し
て
将
来
に
向
け
て
、

小
学
校
教
育
が
こ
の
ま
ま
で
大
丈
夫
な
筈
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　
例
え
ば
映
画
の
一
場
面

―
入
学
し
た
一
年
生
を
何
も
出
来

な
い
幼
児
と
し
て
六
年
生
の
庇
護
の
も
と
に
置
く
箇
所
な
ど

は
、
全
国
の
公
立
小
学
校
で
当
り
前
の
光
景
の
よ
う
で
す
が
、

年
長
児
と
し
て
様
々
な
体
験
を
積
ん
で
入
学
し
て
来
た
子
を

足
踏
み
さ
せ
る
、さ
ら
に
は
退
化
さ
せ
兼
ね
な
い
愚
挙
で
し
ょ
う
。

　
ま
た
打
楽
器
を
う
ま
く
合
わ
せ
ら
れ
な
い
子
に
プ
レ
ッ

シ
ャ
ー
を
か
け
て
緊
張
を
強
い
る
よ
り
、
演
奏
の
楽
し
さ
の

中
か
ら
能
力
を
引
き
出
す
こ
と
は
出
来
な
い
も
の
で
し
ょ
う
か
。

　
集
団
の
規
律
と
役
割
を
重
視
す
る
余
り
、
独
り
ひ
と
り
の

特
長
を
見
出
し
て
伸
ば
す
教
育
が
置
き
去
り
に
さ
れ
て
き
た

よ
う
に
思
わ
れ
て
な
り
ま
せ
ん
。
個
々
の
潜
在
力
を
自
覚
さ
せ
、

得
意
分
野
で
存
分
に
力
を
発
揮
し
つ
つ
競
い
合
う
と
こ
ろ
か
ら
、

世
界
で
活
躍
す
る
素
地
が
養
わ
れ
る
の
で
す
。
そ
ん
な
小
学

校
が
求
め
ら
れ
て
久
し
い
の
で
す
。

目
ざ
す
べ
き
小
学
校
教
育

　
十
六
年
が
か
り
で
志
明
館
を
開
校
さ
せ
た
の
は
、
ま
さ
に

そ
の
点

―
横
並
び
で
突
出
し
た
人
財
が
生
ま
れ
難
い
公
立

の
限
界

―
の
打
破
を
目
ざ
し
た
か
っ
た
か
ら
で
す
。
し
か

も
、
世
の
た
め
他
者
の
た
め
に
役
立
つ
人
に
な
ろ
う
と
い
う

「
志
」
を
早
く
か
ら
心
に
灯
し
、
各
人
の
得
意
分
野
を
磨
き
合

う
校
風
を
築
き
た
い
と
念
願
し
た
か
ら
で
す
。

　
昨
年
開
校
以
来
、
小
学
校
一
・
二
年
生
は
掃
除
も
給
食
当

番
に
も
懸
命
に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。
体
育
祭
や
防
災
訓
練

で
集
団
の
規
律
も
学
び
ま
す
。「
日
本
人
ら
し
さ
」
の
修
得
に

怠
り
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　
そ
の
上
で
生
徒
た
ち
は
、
元
気
に
伸
び
伸
び
と
新
し
い
チ
ャ

レ
ン
ジ
に
立
ち
向
か
い
始
め
て
い
ま
す
。「
人
間
力
」と「
発
憤
」

と
い
う
志
明
館
独
特
の
教
育
が
試
行
錯
誤
を
経
て
次
第
に

浸
透
し
つ
つ
あ
る
よ
う
で
す
。
先
端
I
T
も
勿
論
学
ば
せ
ま

す
が
、
先
ず
は
国
語
・
数
学
の
一
環
と
し
て
書
写
・
算
盤
に

力
を
入
れ
て
い
ま
す
。

　
明
治
以
降
の
初
等
教
育
も
、
個
よ
り
集
団
の
秩
序
が
優
先

さ
れ
て
い
た
で
し
ょ
う
。
し
か
し
一
方
で
は
「
進
取
の
気
象
」

を
育
み
、
例
え
ば
孟
子
の
「
自
ら
顧
み
て
縮
く
ん
ば
、
千
万

人
と
雖
も
吾
れ
往
か
ん
」
が
子
供
た
ち
の
心
に
植
え
付
け
ら
れ
、

そ
れ
が
我
が
国
の
独
立
を
守
り
近
代
化
を
推
進
す
る
幾
多
の

人
財
を
輩
出
し
た
の
で
す
。
日
本
の
復
活
・
再
生
を
担
う
の
は
、

今
も
小
学
校
教
育
に
あ
る
の
で
す
。

　
正
月
休
み
に
知
人
の
勧
め
で
ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
映
画
「
小

学
校
―
小
さ
な
社
会
」
を
観
ま
し
た
。
女
性
監
督
の
山
崎

エ
マ
氏
は
、
英
国
人
の
父
と
日
本
人
の
母
を
持
ち
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク

の
大
学
を
卒
業
し
て
活
躍
中
で
す
が
、
六
年
間
通
っ
た
大
阪

の
公
立
小
学
校
で
日
本
人
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
が
身
に

つ
い
た
と
自
覚
し
て
い
ま
す
。

　
そ
こ
で
、
最
近
で
は
「
ブ
ラ
ッ
ク
」
と
呼
ば
れ
否
定
的
に

語
ら
れ
が
ち
な
日
本
の
初
等
教
育
に
光
を
当
て
る
べ
く
、
一
年

間
を
通
し
て
世
田
谷
区
の
公
立
小
学
校
に
カ
メ
ラ
を
据
え
て

子
供
た
ち
の
日
常
を
作
品
に
し
た
の
で
す
。
こ
れ
が
上
映

さ
れ
る
や
、
教
育
先
進
国
の
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
で
四
ケ
月
の

ロ
ン
グ
ラ
ン
を
記
録
し
、
複
数
国
の
映
画
祭
で
入
賞
し
た
り

と
絶
賛
を
受
け
日
本
で
も
注
目
さ
れ
始
め
た
よ
う
で
す
。

映
画
と
そ
の
反
響

　
山
崎
さ
ん
は
自
ら
の
体
験
と
そ
の
後
の
国
際
的
交
流
の
中

で
気
づ
い
た
、
日
本
の
小
学
校
の
ユ
ニ
ー
ク
さ
を
次
の
三
点

あ
げ
て
い
ま
す
。

　
１
、
生
活
習
慣
修
得
が
入
学
と
同
時
に
施
さ
れ
、
時
と
し
て

　
教
科
教
育
よ
り
も
重
視
さ
れ
る

　
　
掃
除
・
・
毎
日
使
う
教
室
を
自
ら
掃
き
清
め
る
、
給
食
・
・

　
　
当
番
の
配
膳
を
待
っ
て
一
斉
に
食
べ
始
め
る
な
ど
。

　
２
、
学
校
行
事
は
当
日
の
成
果
以
上
に
、
準
備
・
練
習
に

　
力
が
注
が
れ
る

　
　
入
・
卒
業
式
、
運
動
会
、
楽
器
演
奏
会
な
ど
細
部
に
こ
だ

　
　
わ
り
、
入
念
に
仕
上
げ
ら
れ
て
い
く
。
実
施
の
感
動
も

　
　
大
き
い
が
、
一
方
で
は
同
調
圧
力
を
も
た
ら
す
恐
れ
も
。

　
３
、集
団
行
動
は
個
人
の
都
合
よ
り
も
上
位
に
あ
り
、規
律
・

　
協
調
を
身
に
つ
け
る
機
会
と
な
る

小
学
校
教
育
を
見
直
す

代
表
世
話
役

山
口 

秀
範

１

　
昭
和
四
十
九
年
か
五
十
年
の
九
月
の
霧

雨
が
つ
づ
く
あ
る
日
、
軽
井
沢
の
遠
藤
周

作
の
山
小
屋
に
、
近
く
の
温
泉
地
で
仕
事

を
し
て
い
た
山
本
健
吉
が
た
ず
ね
て
き

た
。
遠
藤
と
向
き
あ
っ
て
坐
っ
て
い
た
山

本
は
重
い
表
情
で
つ
ぶ
や
い
た
。
小
林
秀

雄
に
死
支
度
を
そ
ろ
そ
ろ
し
ろ
と
言
わ
れ

た
、
そ
の
こ
と
を
考
え
て
い
る
、
と
。
山

本
は
あ
と
二
、
三
年
で
七
十
歳
に
な
る
。

小
林
の
五
歳
年
少
で
あ
る
。
文
学
を
や
る

者
は
あ
る
年
齢
に
達
し
た
な
ら
ば
、
死
支

度
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
、
死
支
度
の
作

品
を
書
か
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
、
と
小
林
は

山
本
に
説
い
た
。

　
そ
れ
か
ら
二
、
三
年
し
て
、
遠
藤
の
と

こ
ろ
に
小
林
か
ら
刊
行
し
た
ば
か
り
の

『
本
居
宣
長
』
が
贈
ら
れ
て
き
た
。
し
か

し
、
遠
藤
は
『
本
居
宣
長
』
を
死
支
度
の

作
品
と
は
考
え
な
か
っ
た
。
小
林
は
ま
だ

ま
だ
元
気
で
あ
る
と
考
え
て
い
た
か
ら
で

あ
る
。

『
本
居
宣
長
』
を
近
年
ま
れ
に
見
る
「
ラ

イ
フ
・
ワ
ー
ク
」
の
作
品
と
し
て
賞
賛
し

た
中
村
光
夫
は
、
「
墓
の
描
写
に
始
ま
る

こ
の
大
著
の
書
き
だ
し
も
、
そ
こ
に
再
び

読
者
を
誘
う
こ
と
で
終
る
結
末
も
、
死
を

身
近
な
も
の
と
し
て
扱
い
な
が
ら
、
ロ
マ

ン
チ
ッ
ク
な
陰
鬱
さ
は
な
く
、
名
所
案
内

記
の
よ
う
な
明
る
さ
が
漂
っ
て
い
る
」
と

の
べ
て
い
る
の
も
、
同
じ
く
中
村
が
昭
和

五
十
八
年
の
小
林
の
死
を
「
八
十
歳
の
若

死
」
と
よ
ん
だ
の
も
、
ま
だ
ま
だ
い
く
つ

も
の
作
品
の
完
成
が
期
待
さ
れ
て
い
た
か

ら
で
、
「
死
支
度
」
と
は
思
え
な
か
っ
た

か
ら
で
あ
ろ
う
。

２

　
小
林
の
盟
友
に
河
上
徹
太
郎
が
い
る
。

昭
和
五
十
四
年
七
月
二
十
三
日
に
お
こ
な

わ
れ
た
二
人
の
最
後
の
対
談
「
歴
史
に
つ

い
て
」
の
な
か
で
、
小
林
は
「
君
と
会
っ

て
、
文
学
や
音
楽
の
話
を
し
出
し
た
の

は
、
十
七
、
八
の
頃
じ
ゃ
な
か
っ
た
か

な
。
そ
れ
か
ら
六
十
年
」
と
語
っ
て
い
る

か
ら
、
ず
い
分
永
い
つ
き
合
い
で
あ
る
。

　
対
談
の
九
日
前
に
、
河
上
は
ふ
る
さ
と

岩
国
に
近
い
宮
島
で
、
多
年
信
頼
し
て
い

た
編
輯
者
を
相
手
に
意
中
を
お
も
う
さ
ま

語
っ
た
。
自
叙
伝
み
た
い
な
も
の
を
書
く

よ
う
に
依
頼
さ
れ
、
イ
ン
タ
ヴ
ュ
ー
形
式

な
ら
と
応
じ
て
の
話
で
あ
っ
た
。

　
そ
の
閑
談
の
最
中
に
身
体
に
異
常
を
感

じ
て
河
上
は
急
ぎ
帰
京
し
た
。
た
だ
し
、

河
上
は
単
な
る
風
邪
だ
と
思
っ
て
い
た
。

そ
の
五
日
後
に
河
上
と
顔
を
合
わ
せ
た
、

三
十
有
余
年
私
淑
す
る
文
藝
担
当
の
編
輯

者
は
河
上
の
変
貌
は
な
は
だ
し
い
姿
を
み

て
、
四
日
後
に
予
定
さ
れ
て
い
た
小
林
と

の
対
談
を
延
引
す
る
よ
う
に
切
に
す
す
め

た
。
河
上
は
拒
否
し
た
。

　
対
談
「
歴
史
に
つ
い
て
」
の
速
記
録
は

八
月
中
旬
に
で
き
上
が
っ
て
き
た
。
そ
の

こ
ろ
、
河
上
と
顔
を
合
わ
せ
た
人
た
ち
は

河
上
の
体
調
が
異
様
で
あ
る
と
感
じ
、
夏

風
邪
と
い
え
ど
も
一
と
月
も
治
ら
な
い
の

は
お
か
し
い
、
一
度
医
師
に
診
て
も
ら
っ

た
ほ
う
が
い
い
と
幾
度
も
懇
願
し
た
。
河

上
は
応
じ
な
か
っ
た
。

　
九
月
初
め
に
、
河
上
の
胸
部
の
レ
ン
ト

ゲ
ン
写
真
を
執
拗
な
ほ
ど
丁
寧
に
解
読
し

て
い
た
医
師
は
ポ
リ
ー
プ
か
も
し
れ
ぬ
箇

所
を
三
つ
発
見
し
た
。
い
そ
ぎ
病
院
が
さ

が
さ
れ
、
河
上
は
入
院
加
療
と
い
う
こ
と

に
な
っ
た
。

　
小
林
は
「
歴
史
に
つ
い
て
」
の
校
正

の
件
で
電
話
で
河
上
と
話
す
機
会
が
ふ
え
て

い
た
。
そ
こ
で
小
林
が
気
づ
い
た
こ
と
は
、

河
上
は
ぐ
づ
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で

あ
っ
た
。
生
命
力
に
あ
ふ
れ
て
い
る
と
き
は

さ
っ
さ
と
自
分
か
ら
入
院
し
て
さ
っ
さ
と
治

し
て
し
ま
う
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
ぐ
づ
っ
て

い
る
と
は
そ
の
反
対
で
は
な
い
か
。

 

「
宮
島
閑
談
」
が
載
っ
た
「
新
潮
」
十

月
号
（
発
売
は
九
月
上
旬
）
を
読
ん
だ
小

林
は
、
「
万
事
、
覚
悟
の
う
え
の
こ
と

だ
っ
た
ろ
う
」
と
語
っ
て
い
る
。
「
宮
島

廣
木

　寧

（
前
「
寺
子
屋
だ
よ
り
」
編
集
長
）

閑
談
」
（
の
ち
に
「
厳
島
閑
談
」
に
改

題
）
の
末
尾
に
、
河
上
は
「
私
は
も
う
余

命
幾
許
も
な
い
が
、
こ
ん
な
奴
は
ど
う
し

て
死
ね
ば
い
い
の
か
な
？
　跡
と
り
は
な

し
、
遺
産
は
な
し
、
後
世
に
遺
す
べ
き
業

績
は
な
し
、
こ
の
ま
ま
ぱ
つ
た
り
死
ん
で

河
上
家
を
（
私
で
十
七
代
だ
さ
う
で
す

が
、
）
断
絶
さ
せ
れ
ば
い
い
の
か
な
。

（
こ
こ
で
河
上
は
天
文
二
十
年
（
一
五
五

一
）
に
家
臣
陶
晴
賢
に
謀
反
を
起
さ
れ
自

害
し
た
大
内
義
隆
の
こ
と
を
語
っ
て
い

る
。
）
私
の
や
う
な
さ
む
ら
ひ
は
切
腹
が

出
来
れ
ば
個
人
と
し
て
も
家
と
し
て
も
格

好
が
つ
く
の
で
す
が
、
し
か
し
そ
れ
は
出

来
な
い
。
す
る
と
短
い
余
生
を
、
僅
か
な

在
り
金
と
僅
か
な
才
能
と
僅
か
な
健
康
を

な
し
崩
し
に
使
つ
て
、
も
少
し
生
き
る
外

あ
り
ま
せ
ん
」
と
語
っ
て
い
る
。

　
十
一
月
に
入
っ
て
河
上
は
放
射
線
に
よ

る
治
療
を
う
け
始
め
て
、
十
二
月
初
め
に

は
こ
れ
ま
で
と
変
ら
な
い
ほ
ど
に
恢
復
し

た
。
暮
の
十
二
月
二
十
七
日
に
退
院
と

な
っ
た
。

死
支
度
と
友
情
①

し
に
じ
た
く

い
く
ば
く

す
え
は
る
か
た

む 

ほ
ん

小林秀雄（1902～1983）
（田村茂撮影：Wikipediaより）
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