
　
よ
り
よ
い
も
の
を
求
め
て　

―
 

上う
え
や
ま山

英え
い
い
ち
ろ
う

一
郎 ―

「
何
の
に
お
い
だ
ろ
う
。」

　

夏
休
み
の
あ
る
夜
、
階
下
か
ら
、
香
ば
し
い
に
お
い
が
漂
っ
て
き
た
。
浩ひ

ろ
し

は
、
自
分
の
部
屋
を
出
て
階
段
を
下
り
た
。
そ
れ

は
、
祖
父
の
部
屋
か
ら
の
も
の
だ
っ
た
。
部
屋
に
は
、
風
呂
か
ら
あ
が
っ
た
ば
か
り
の
祖
父
が
い
た
。

「
蚊か

取
り
線
香
だ
っ
た
の
か
。」 

浩
の
声
に
、
び
っ
く
り
し
て
振
り
向
い
た
祖
父
が
、

「
何
だ
。
浩
か
。
ど
う
し
た
。」

「
僕
の
部
屋
ま
で
に
お
っ
て
き
た
の
は
、
何
の
に
お
い
か
な
と
思
っ
て
。」

「
昔
は
、
こ
の
に
お
い
で
季
節
を
感
じ
た
も
の
だ
よ
。」

　

祖
父
は
、
今
年
の
夏
は
、
こ
れ
ま
で
使
っ
て
い
た
電
子
蚊
取
り
器
を
使
わ
ず
、
蚊
取
り
線
香
を
使
う
と
い
う
の
だ
。
祖
父
な

り
の
節
電
で
あ
る
。
そ
し
て
、

「
こ
の
蚊
取
り
線
香
は
、
上う
え
や
ま
え
い
い
ち
ろ
う

山
英
一
郎
さ
ん
と
い
う
方
が
、
苦
心
し
て
つ
く
り
上
げ
た
も
の
な
ん
だ
…
…
。」

と
、
祖
父
が
話
し
始
め
た
。

　

上
山
英
一
郎
は
、
文ぶ
ん

久き
ゅ
う

二
年
（
一
八
六
二
年
）、
山や
ま

田だ

原は
ら

村
（
現
在
の
有
田
市
山
田
原
）
に
、
上
山
家
の
七
男
と
し
て
生
ま

れ
た
。
上
山
家
は
、
み
か
ん
づ
く
り
農
家
で
あ
る
と
と
も
に
、
そ
の
販
売
に
も
精
力
的
に
取
り
組
ん
で
い
た
。
上
山
家
が
販
売

す
る
み
か
ん
は
、
大
変
評
判
が
よ
く
、
東
京
で
は
日
本
の
食
べ
物
の
三さ
ん
め
い
ぶ
つ

名
物
の
一
つ
に
数
え
ら
れ
て
い
た
。
そ
の
た
め
、
上
山

家
の
人
々
は
、
英
一
郎
に
家
業
を
継つ

ぐ
よ
う
に
す
す
め
た
。
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し
か
し
、
英
一
郎
は
、
東
京
に
出
て
勉
強
を
し
た
い
と
い
う
強
い
思
い
を
も
っ
て
い
た
。
そ
れ
は
、
福ふ
く
ざ
わ沢
諭ゆ

吉き
ち

の
『
西せ
い
よ
う洋
事じ

情じ
ょ
う

』※
１

と
『
学が
く
も
ん問
の
す
ゝ（
す
）め
』※
２

が
英
一
郎
に
大
き
な
影
響
を
与
え
て
い
た
か
ら
で
あ
っ
た
。

（
家
業
を
継
ぐ
べ
き
か
、
東
京
に
出
て
学
業
に
励
む
か
…
…
。）

英
一
郎
は
、
思
い
悩
ん
だ
。

　

あ
る
日
、
英
一
郎
は
決
意
し
、
両
親
に
そ
の
強
い
思
い
を
伝
え
た
。
両
親
は
、
英
一
郎
の
強
い
願
い
を
受
け
入
れ
た
。
明め
い

治じ

十
五
年
（
一
八
八
二
年
）、
東
京
へ
旅
立
つ
英
一
郎
、
二
十
歳
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

　

上
京
し
た
英
一
郎
は
、
初
め
に
、
築つ
き

地じ

の
欧お
う
ぶ
ん
せ
い
こ
く

文
正
鵠
学が
っ
か
ん館
（
通
称 

サ
マ
ー
ズ
ス
ク
ー
ル
）
で
、
英
国
人
か
ら
英
語
を
学
ん
だ
。

東
京
で
の
英
一
郎
は
、
街
を
走
る
乗の
り
あ
い合
馬ば

車し
ゃ

、
れ
ん
が
づ
く
り
の
洋
風
建
築
等
、
こ
れ
ま
で
見
聞
き
し
た
こ
と
の
な
い
新
し
い

文
明
に
出
会
い
、
驚
く
こ
と
ば
か
り
で
あ
っ
た
。

（
福
沢
諭
吉
先
生
の
教
え
を
直じ
か

に
受
け
た
い
。）

こ
の
思
い
は
、
東
京
で
の
日
々
を
重
ね
る
ご
と
に
強
く
な
っ
て
い
っ
た
。

　

そ
し
て
、
つ
い
に
望
み
は
叶か

な

っ
た
。
英
一
郎
は
、
慶け
い
お
う應
義ぎ

塾じ
ゅ
く

に
入
学
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
だ
。
念
願
の
福
沢
諭
吉
の
講
義

を
受
け
な
が
ら
、
英
一
郎
は
、

（
私
も
日
本
を
強
く
す
る
こ
と
に
貢
献
し
た
い
。）

と
、
思
う
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。

　

と
こ
ろ
が
、
突
然
、
英
一
郎
の
身
体
を
病
魔
が
襲お
そ

っ
た
。
脚か
っ

気け

で※
３

あ
る
。
そ
の
病
に
勝
て
ず
、
失
意
の
ま
ま
故
郷
に
帰
っ
た
。

療
養
の
日
々
の
中
で
、

（
も
う
一
度
上
京
し
て
…
…
。
い
や
、
こ
こ
に
残
っ
て
…
…
。）

こ
れ
か
ら
自
ら
の
歩
む
道
に
つ
い
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
思
い
が
頭
の
中
を
駆
け
め
ぐ
っ
た
。
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病
か
ら
回
復
し
た
英
一
郎
は
、
郷
里
の
和
歌
山
で
上
山
商
店
を
創
業
し
、
家
業

の
み
か
ん
を
輸
出
し
な
が
ら
、
社
会
に
役
立
つ
事
業
に
取
り
組
も
う
と
考
え
て
い

た
。
そ
の
思
い
が
現
実
的
な
も
の
と
な
っ
た
の
は
、
ア
メ
リ
カ
人
ア
ー
モ
ア
と
の

出
会
い
で
あ
っ
た
。
ア
ー
モ
ア
は
、
ア
メ
リ
カ
で
植
物
会
社
を
経
営
し
、
日
本
の

み
か
ん
事
業
を
視
察
す
る
た
め
に
来
日
し
た
の
だ
。
福
沢
諭
吉
の
紹
介
で
、
英
一

郎
の
家
を
訪
れ
た
ア
ー
モ
ア
に
、
英
一
郎
は
、
み
か
ん
の
苗
等
を
提
供
し
た
。

ア
ー
モ
ア
は
、
帰
国
後
、
み
か
ん
の
苗
の
お
返
し
に
、
ビ
ュ
ー
ハ
ク
と
い
う
除じ
ょ

虫ち
ゅ
う

菊ぎ
く

の
種
子
を
英
一
郎
に
送
っ
て
き
た
。
そ
の
年
の
秋
、
英
一
郎
は
、
こ
の
種
子
を

庭
や
畑
に
ま
い
た
。
翌
年
の
初
夏
、
そ
れ
は
美
し
い
野
菊
の
よ
う
な
白
い
花
を
咲

か
せ
た
。
英
一
郎
は
、
庭
一
面
に
咲
く
可か

憐れ
ん

な
花
を
見
つ
め
、

（
こ
の
花
か
ら
蚤の
み

取
り
粉
が
で
き
る
と
聞
い
た
が
、
そ
の
製
粉
方
法
は
…
…
。
い
っ

た
い
ど
う
す
れ
ば
…
…
。
蚤
取
り
粉
が
で
き
た
ら
、
病
気
も
予
防
で
き
る
。
そ

れ
に
、
輸
入
品
に
頼
る
こ
と
な
く
、
日
本
は
自
立
で
き
る
。）

と
、
思
っ
た
。

　

明
治
二
十
一
年
（
一
八
八
八
年
）、
つ
い
に
、
そ
の
製
粉
に
成
功
し
た
。
取
り
組
み
始
め
て
二
年
の
年
月
が
た
っ
て
い
た
。
英

一
郎
は
苦
労
し
て
見
つ
け
た
除
虫
菊
栽
培
と
製
粉
方
法
を
自
分
の
も
の
だ
け
に
は
と
ど
め
な
か
っ
た
。
日
本
全
国
に
広
め
た
い

と
の
思
い
が
つ
の
り
、
各
地
を
回
っ
て
は
講
演
会
を
開
催
し
、
除
虫
菊
栽
培
は
、
農
家
の
裏
作
と
し
て
、
麦
の
栽
培
よ
り
も
有

利
で
あ
る
こ
と
、
山
畑
や
荒
れ
た
土
地
で
も
栽
培
が
容
易
で
あ
る
こ
と
な
ど
を
説
い
た
。
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や
が
て
、
英
一
郎
は
、
自
宅
近
く
に
除
虫
菊
製
粉
工
場
を
建
て
た
。
さ
ら
に
、
蚤の
み

に
も
効
く
な
ら
、
蚊
に
効
く
製
品
に
な
ら

な
い
も
の
か
と
考
え
、
明
治
二
十
三
年
（
一
八
九
〇
年
）、
仏
壇
に
と
も
す
線
香
を
ヒ
ン
ト
に
、
世
界
で
初
め
て
棒
状
の
蚊
取

り
線
香
を
発
明
し
た
。

（
こ
れ
で
は
、
不
十
分
だ
。）

棒
状
の
蚊
取
り
線
香
は
、
燃
焼
時
間
が
四
十
分
程
度
。
ま
た
、
細
い
た
め
、
効
き
目
も
弱
く
、
折
れ
や
す
い
と
い
う
欠
点
が

あ
っ
た
。

（
長
時
間
使
え
て
効
力
の
高
い
蚊
取
り
線
香
が
つ
く
れ
な
い
も
の
か
。）

さ
ら
に
、
英
一
郎
の
挑
戦
の
日
々
が
続
い
た
。

　

そ
し
て
、
何
年
か
た
っ
た
あ
る
日
の
昼
下
が
り
、
英
一
郎
の
妻
ゆ
き
が
、
家
の
倉

か
ら
形ぎ
ょ
う

相そ
う

を
変
え
て
、
英
一
郎
の
も
と
に
駆か

け
込
ん
で
き
た
。

「
ヘ
ビ
が
…
…
。」

ヘ
ビ
に
驚
き
、
恐
れ
を
な
し
た
妻
が
や
っ
て
来
た
の
だ
と
、
英
一
郎
は
思
っ
た
。

「
ヘ
ビ
が
倉
の
中
で
と
ぐ
ろ
を
巻
い
て
い
る
ん
で
す
。」

「
ヘ
ビ
が
と
ぐ
ろ
を
巻
く
っ
て
よ
く
あ
る
こ
と
だ
。」

「
違
う
ん
で
す
。
蚊
取
り
線
香
を
あ
の
と
ぐ
ろ
…
…
。
渦
巻
型
に
す
れ
ば
長
も
ち
す

る
の
で
は
な
い
の
で
す
か
。」

「
そ
う
か
。
こ
れ
は
使
え
る
か
も
し
れ
な
い
。」

　

こ
の
妻
の
着ち
ゃ
く

想そ
う

を
得
て
、
渦
巻
型
蚊
取
り
線
香
の
試
作
品
が
で
き
あ
が
っ
た
。
太

く
効
力
も
高
く
、
六
時
間
も
持
続
す
る
た
め
、
そ
の
効
果
は
棒
状
の
線
香
と
は
比
べ

も
の
に
な
ら
な
か
っ
た
。
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た
だ
し
、
渦
巻
型
蚊
取
り
線
香
は
、
製
造
に
問
題
が
あ
っ
た
。
一
巻
き
で
は
手
間
が
か
か
り
、
棒
状
よ
り
更
に
折
れ
や
す
く

な
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

（
多
く
の
人
々
に
使
っ
て
も
ら
う
た
め
に
は
、
折
れ
に
く
い
も
の
を
大
量
生
産
で
き
る
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
何
か

　

よ
い
方
法
は
な
い
も
の
か
。）

　

英
一
郎
は
、
渦
巻
型
の
木
型
を
ほ
り
、
そ
れ
に
原
料
を
つ
め
て
押
し
出
す
な

ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
工
夫
を
重
ね
た
が
、
な
か
な
か
う
ま
く
い
か
な
か
っ
た
。

　

長
い
試し

行こ
う

錯さ
く

誤ご

の
末
、
英
一
郎
は
や
っ
と
の
思
い
で
、
太
い
棒
状
の
線
香
を

一
定
の
長
さ
で
切
り
、
木
で
つ
く
っ
た
芯
を
中
心
に
二
本
ず
つ
ま
と
め
て
巻
く

ダ
ブ
ル
コ
イ
ル
方
式
の
製
造
法
を
考
案
し
、
折
れ
に
く
い
渦
巻
型
蚊
取
り
線
香

の
大
量
生
産
に
成
功
し
た
。
棒
状
の
蚊
取
り
線
香
の
発
明
か
ら
、
十
二
年
の
歳

月
が
た
っ
て
い
た
。

　

英
一
郎
は
、
蚊
取
り
線
香
か
ら
出
る
け
む
り
に
目
を
や
り
な
が
ら
、
蚊
取
り

線
香
に
か
け
た
日
々
を
思
い
や
っ
た
。
明
治
三
十
五
年
（
一
九
〇
二
年
）、
夏

の
夕
暮
れ
の
こ
と
で
あ
る
。

　

こ
の
除
虫
菊
を
原
料
と
し
た
蚊
取
り
線
香
は
、
戦
前
、
蚊
に
悩
ま
さ
れ
て
い

た
熱
帯
地
方
を
中
心
に
、
世
界
の
約
八
十
の
国
・
地
域
へ
輸
出
さ
れ
る
ま
で
に

な
っ
た
。

　

そ
の
後
、
英
一
郎
は
、
除
虫
液
等
、
次
々
に
新
し
い
製
品
の
開
発
に
取
り
組

ん
だ
。

ダブルコイル方式での作業の様子
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「
今
夜
も
、
蚊
取
り
線
香
の
お
か
げ
で
、
ぐ
っ
す
り
と
眠
れ
る
。」

祖
父
が
、
そ
う
言
っ
て
話
を
終
え
た
。

※
注
１　

『
西
洋
事
情
』・
・
・
国
民
に
外
国
へ
目
を
向
け
さ
せ
る
た
め
に
、
西
欧
の
進
ん
だ
実
情
を
紹
介
し
た
書
物
。

※
注
２　

『
学
問
の
す
ゝ（
す
）
め
』・
・
・
実
学
を
す
す
め
、
個
人
の
幸
福
、
国
家
の
隆
盛
は
学
問
に
よ
っ
て
生
ま
れ
る
こ
と
を
説

い
た
書
物
。

※
注
３　

脚
気
・
・
・
ビ
タ
ミ
ン
Ｂ
１
（
チ
ア
ミ
ン
）
の
欠
乏
に
よ
っ
て
心
不
全
と
末ま
っ

梢し
ょ
う

神
経
障
害
を
き
た
す
疾し
っ

患か
ん

。
心
不
全

に
よ
っ
て
下か

肢し

の
む
く
み
と
、
神
経
障
害
に
よ
っ
て
下
肢
の
し
び
れ
が
起
き
る
こ
と
か
ら
脚
気
の
名
で
呼
ば
れ
て
い

る
。
江
戸
時
代
か
ら
明
治
に
か
け
て
、
か
た
よ
っ
た
栄
養
・
食
習
慣
か
ら
増
え
始
め
た
。
特
に
、
大
正
十
二
年

（
一
九
二
三
年
）
に
は
、
二
万
七
千
人
も
の
死
者
を
出
し
た
ほ
ど
日
本
で
は
脚
気
が
多
発
し
、
結
核
と
並
び
二
大
国

民
病
と
し
て
恐
れ
ら
れ
た
。
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