
■『智恵子抄』における「サンタマリア」考

一

1
明
治
四
十
五
年
七
月
二
十
五
日
に
作
詩
さ
れ
、同
年
九
月
一
日
発
行
の
『
劇
と
詩
』
第
三
巻
第
九
号
に
発
表
さ
れ
た
「
N
│
│
女
史
に
」
は
、

大
正
三
年
十
月
、
第
一
詩
集
『
道
程
』
へ
の
掲
載
に
際
し
、
題
名
を
「
│
│
に
」
に
変
え
、
内
容
も
大
き
く
改
め
ら
れ
た
。
そ
し
て
、
昭
和

十
六
年
八
月
、『
智
恵
子
抄
』
刊
行
の
時
、
題
名
を
「
人
に
」
に
変
更
し
、
再
録
さ
れ
た
（
引
用
詩
行
頭
の
数
字
は
、
私
的
に
施
し
た
も
の

で
あ
る
）。人

に

１
い
や
な
ん
で
す

２
あ
な
た
の
い
つ
て
し
ま
ふ
の
が

３
花
よ
り
さ
き
に
実
の
な
る
や
う
な

４
種
子
よ
り
さ
き
に
芽
の
出
る
や
う
な
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年
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『
智
恵
子
抄
』
に
お
け
る
「
サ
ン
タ
マ
リ
ア
」
考

A
 Study of  “Santa M

aria”  in C
hiekoshou

大
島　

龍
彦

Tatsuhiko O
SH

IM
A

５
夏
か
ら
春
の
す
ぐ
来
る
や
う
な

６
そ
ん
な
理
屈
に
合
は
な
い
不
自
然
を

７
ど
う
か
し
な
い
で
ゐ
て
下
さ
い

８
型
の
や
う
な
旦
那
さ
ま
と

９
ま
る
い
字
を
書
く
そ
の
あ
な
た
と



二

10
か
う
考
へ
て
さ
へ
な
ぜ
か
私
は
泣
か
れ
ま
す

11
小
鳥
の
や
う
に
臆
病
で

12
大
風
の
や
う
に
わ
が
ま
ま
な

13
あ
な
た
が
お
嫁
に
ゆ
く
な
ん
て

14
い
や
な
ん
で
す

15
あ
な
た
の
い
つ
て
し
ま
ふ
の
が

16
な
ぜ
さ
う
た
や
す
く

17
さ
あ
何
と
い
ひ
ま
せ
う
│
│
ま
あ
言
は
ば

18
そ
の
身
を
売
る
気
に
な
れ
る
ん
で
せ
う

19
あ
な
た
は
そ
の
身
を
売
る
ん
で
す

20
一
人
の
世
界
か
ら

21
万
人
の
世
界
へ

22
そ
し
て
男
に
負
け
て

23
無
意
味
に
負
け
て

24
あ
あ
何
と
い
ふ
醜
悪
事
で
せ
う

25
ま
る
で
さ
う

詩
「
人
に
」
の
、２
「
あ
な
た
の
い
つ
て
し
ま
ふ
の
が
」
１
「
い
や
な
ん
で
す
」
13
「
あ
な
た
が
お
嫁
に
ゆ
く
な
ん
て
」
14
「
い
や
な
ん
で
す
」

と
い
う
主
張
（
テ
ー
マ
）
は
、あ
ま
り
に
も
分
か
り
易
い
。
が
、し
か
し
、そ
れ
を
読
ん
だ
「
あ
な
た
」
で
あ
る
智
恵
子
の
心
境
は
複
雑
だ
っ

た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
？　

進
行
し
て
い
た
郷
里
の
医
師
寺
田
三
郎
と
の
婚
姻
話
に
絡
む
実
家
と
の
確
執
に
よ
る
複
雑
さ
は
、
一
応
考
慮
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26
チ
シ
ア
ン
の
画
い
た
絵
が

27
鶴
巻
町
へ
買
い
物
に
出
る
の
で
す

28
私
は
淋
し
い　

か
な
し
い

29
何
と
い
ふ
気
は
な
い
け
れ
ど

30
ち
や
う
ど
あ
な
た
の
下
す
つ
た

31
あ
の
グ
ロ
キ
シ
ニ
ア
の

32
大
き
な
花
の
腐
つ
て
ゆ
く
の
を
見
る
様
な

33
私
を
棄
て
て
腐
つ
て
ゆ
く
の
を
見
る
様
な

34
浪
の
砕
け
る
あ
の
悲
し
い
自
棄
の
こ
こ
ろ

35
は
か
な
い　

淋
し
い
焼
け
つ
く
様
な

36
そ
れ
で
も
恋
と
は
ち
が
ひ
ま
す

37
サ
ン
タ
マ
リ
ア

38
ち
が
ひ
ま
す　

ち
が
ひ
ま
す

39
何
が
ど
う
と
は
も
と
よ
り
知
ら
ね
ど

40
い
や
な
ん
で
す

41
あ
な
た
の
い
つ
て
し
ま
ふ
の
が

42
お
ま
け
に
お
嫁
に
ゆ
く
な
ん
て

43
よ
そ
の
男
の
こ
こ
ろ
の
ま
ま
に
な
る
な
ん
て



■『智恵子抄』における「サンタマリア」考

三

の
範
疇
で
あ
る
が
、
当
時
（
明
治
四
十
五
年
六
月
か
ら
八
月
）
高
村
光
太
郎
に
好
意
を
寄
せ
て
い
た
で
あ
ろ
う
智
恵
子
に
と
っ
て
、
そ
の
婚

姻
話
を
否
定
す
る
高
村
の
発
言
は
嬉
し
い
反
面
、
そ
の
解
釈
に
は
少
な
か
ら
ず
戸
惑
い
を
感
じ
た
に
違
い
な
い
。

８「
型
の
や
う
な
旦
那
さ
ま
と
」９「
ま
る
い
字
を
書
く
そ
の
あ
な
た
と
」10「
か
う
考
へ
て
さ
へ
な
ぜ
か
私
は
泣
か
れ
ま
す
」と
い
い
、「
あ

な
た
が
お
嫁
に
ゆ
く
」
こ
と
は
「
醜
悪
事
」
だ
と
ま
で
い
う
高
村
と
、
28
「
私
は
淋
し
い
、
か
な
し
い
」
29
「
何
と
い
ふ
気
は
な
い
け
れ
ど
」

と
い
う
高
村
。
そ
し
て
「
淋
し
い
」
こ
と
は
な
い
と
い
い
な
が
ら
、
35
「
は
か
な
い
、
淋
し
い
、
焼
け
つ
く
様
な
」
気
持
ち
だ
と
い
う
高
村
。

そ
れ
は
ま
た
「
恋
と
は
ち
が
」
う
と
い
う
高
村
の
心
の
有
り
ど
こ
ろ
を
ど
の
よ
う
に
解
釈
す
る
べ
き
か
、
智
恵
子
の
心
境
は
複
雑
だ
っ
た
に

違
い
な
い
。
た
だ
、明
治
四
十
五
年
に
智
恵
子
が
実
際
に
読
ん
だ
詩
は
、「
N
│
│
女
史
に
」で
あ
る
。
た
だ
し
、改
訂
さ
れ
て
は
い
る
も
の
の
、

そ
の
主
張
に
違
い
は
な
い
。

と
こ
ろ
で
、
智
恵
子
の
複
雑
な
心
境
は
と
も
か
く
、
こ
の
分
か
り
易
い
主
張
の
詩
の
中
に
も
幾
つ
か
解
釈
に
と
ま
ど
う
セ
ン
テ
ン
ス
が
あ

る
。
例
え
ば
、
20
「
一
人
の
世
界
か
ら
」
21
「
万
人
の
世
界
へ
」
と
は
ど
う
い
う
事
か
？
⑴　

26
「
チ
シ
ア
ン
の
画
い
た
絵
が
」
⑵　

27
「
鶴

巻
町
へ
買
い
物
に
出
る
」⑶　
の
が
何
故
「
醜
悪
事
」
な
の
か
？　

そ
も
そ
も
「
チ
シ
ア
ン
の
画
い
た
絵
」
と
は
ど
の
絵
を
指
し
て
い
る
の
か
？

な
ど
理
解
に
苦
し
む
。

本
稿
で
は
そ
の
理
解
に
苦
し
む
セ
ン
テ
ン
ス
の
中
で
も
、
特
に
主
張
の
起
因
に
関
わ
る
、
37
「
サ
ン
タ
マ
リ
ア
」
の
解
釈
に
つ
い
て
思
考

し
て
み
た
い
。
今
そ
の
前
後
も
含
め
て
再
録
す
る
と
次
の
よ
う
で
あ
る
。

34
浪
の
砕
け
る
あ
の
悲
し
い
自
棄
の
こ
こ
ろ

35
は
か
な
い　

淋
し
い　

焼
け
つ
く
様
な

36
│
│
│　

そ
れ
で
も
恋
と
は
ち
が
ひ
ま
す

37
サ
ン
タ
マ
リ
ア

38
ち
が
ひ
ま
す　

ち
が
ひ
ま
す

39
何
が
ど
う
と
は
も
と
よ
り
知
ら
ね
ど
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四

智
恵
子
が
よ
そ
の
男
の
所
に
お
嫁
に
行
く
の
は
い
や
だ
。
そ
れ
は
理
屈
に
合
わ
な
い
不
自
然
な
こ
と
だ
。
旦
那
と
あ
な
た
、
そ
う
考
え
る

と
泣
け
て
く
る
。
醜
悪
事
だ
。「
は
か
な
い　

淋
し
い　

焼
け
つ
く
様
な
」
と
い
う
高
村
の
心
は
、
智
恵
子
へ
の
恋
心
に
違
い
な
い
と
思
う
の

だ
が
、
高
村
は
恋
と
は
違
う
と
い
う
。
そ
し
て
「
サ
ン
タ
マ
リ
ア
」
で
も
な
い
と
い
う
。
普
通
「
サ
ン
タ
マ
リ
ア
」
と
は
イ
エ
ス
ス
の
母
の
尊

称
で
、「
聖
母
マ
リ
ア
」
の
こ
と
と
解
さ
れ
る
。
構
成
上
「
恋
」
に
相
対
す
る
も
の
が
「
サ
ン
タ
マ
リ
ア
」
で
は
違
和
感
を
感
じ
る
。
大
あ
わ

て
で
智
恵
子
の
嫁
入
り
を
阻
止
し
よ
う
と
す
る
、「
あ
わ
て
ぶ
り
」
を
小
主
題
と
す
れ
ば
、
意
味
が
曖
昧
な
の
は
作
品
的
に
は
39
行
目
に
、「
何

が
ど
う
と
は
も
と
よ
り
知
ら
ね
ど
」
と
あ
る
か
ら
問
題
は
な
い
。
が
、
敢
え
て
「
サ
ン
タ
マ
リ
ア
」
を
高
村
の
心
の
深
層
に
探
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
高
村
が
智
恵
子
を
当
時
ど
の
よ
う
に
捉
え
て
い
た
の
か
把
捉
し
、
更
に
作
品
的
に
如
何
に
解
釈
す
べ
き
か
思
考
し
て
み
た
い
。

な
お
、
使
用
テ
キ
ス
ト
は
次
の
よ
う
で
あ
る
。
詩
「
人
に
」
は
、
龍
星
閣
刊
行
の
『
智
恵
子
抄
』（
昭
和
十
六
年
八
月
）
を
用
い
、
詩
「
N

│
│
女
史
に
」
以
下
、
文
献
等
は
北
川
太
一
監
修
の
『
高
村
光
太
郎
全
集
』
を
用
い
た
。

2
と
こ
ろ
で
、
改
訂
前
の
「
N
│
│
女
史
に
」（
明
治
四
十
五
年
七
月
二
十
五
日
作
）
の
該
当
部
分
は
次
の
よ
う
で
よ
う
あ
る
。

そ
れ
で
も
恋
と
は
ち
が
ひ
ま
す

│
│
│
そ
ん
な
怖
い
も
の
ぢ
や
な
い
│
│
│

サ
ン
タ
マ
リ
ア
!

あ
の
恐
ろ
し
い
悪
魔
か
ら
私
を
お
護
り
く
だ
さ
い

ち
が
ひ
ま
す
、
ち
が
ひ
ま
す

何
が
ど
う
と
は
も
と
よ
り
知
ら
ね
ど

詩
「
N
│
│
女
史
に
」
の
中
で
は
、「
恋
」
を
「
怖
い
も
の
」「
恐
ろ
し
い
悪
魔
」
と
捉
え
、
高
村
は
聖
母
マ
リ
ア
に
救
い
を
求
め
て
い
る
。

普
通
キ
リ
ス
ト
教
の
重
要
な
教
義
で
あ
る
、
父
と
子
と
聖
霊
の
三
位
一
体
か
ら
母
性
は
除
外
さ
れ
る
が
、
キ
リ
ス
ト
を
信
じ
る
人
々
は
、
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■『智恵子抄』における「サンタマリア」考

五

聖
母
マ
リ
ア
の
中
に
神
性
を
感
じ
、
こ
と
あ
る
ご
と
に
祈
り
を
捧
げ
て
い
る
。
⑷　

そ
し
て
、
聖
書
の
中
の
神
は
、
し
ば
し
ば
、「
あ
な
た

が
た
は
乳
を
飲
み
腰
に
負
わ
れ
、ひ
ざ
の
上
で
あ
や
さ
れ
る
。
母
の
そ
の
子
を
慰
め
る
よ
う
に
、わ
た
し
も
あ
な
た
が
た
を
慰
め
る
」
⑸　

と
、

母
の
イ
メ
ー
ジ
で
語
ら
れ
る
。
十
三
世
紀
、
イ
タ
リ
ア
の
神
学
者
ボ
ナ
ベ
ン
ト
ゥ
ー
ラ
が
描
い
た
『
キ
リ
ス
ト
の
生
涯
に
関
す
る
黙
示
録
』

に
は
、
母
性
溢
れ
る
マ
リ
ア
の
姿
が
温
か
い
筆
致
で
描
か
れ
、
十
四
、
十
五
世
紀
に
は
広
く
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
知
ら
れ
た
と
い
う
。
⑹　

そ
も

そ
も
マ
リ
ア
は
エ
バ
（
ア
ダ
ム
と
イ
ブ
の
イ
ブ
）
の
犯
し
た
罪
を
あ
が
な
う
た
め
に
キ
リ
ス
ト
の
母
と
な
る
べ
く
神
の
召
命
を
受
け
た
女
性

で
あ
る
。
神
の
計
画
で
は
、
女
性
は
初
め
か
ら
人
類
救
済
と
い
う
修
復
作
業
に
組
み
込
ま
れ
て
い
た
。
高
村
に
と
っ
て
の
エ
バ
、
マ
リ
ア
が

智
恵
子
で
あ
っ
た
か
。

昭
和
二
年
一
月
六
日
作
の
詩
「
あ
な
た
は
だ
ん
だ
ん
き
れ
い
に
な
る
」
の
中
で
、
高
村
は
「
あ
な
た
が
黙
つ
て
立
つ
て
ゐ
る
と
/
ま
こ
と

に
神
の
造
り
し
も
の
だ
。」と
い
う
。
昭
和
二
十
四
年
十
月
作
の
詩
に「
あ
の
頃
」が
あ
る
。
詩
中
に「
人
を
信
ず
る
こ
と
は
人
を
救
ふ
。」「
わ

た
く
し
の
猛
獣
性
を
さ
へ
物
と
も
し
な
い
/
こ
の
天
の
族
な
る
一
女
性
の
不
可
思
議
力
に
/
無
頼
の
わ
た
く
し
は
初
め
て
自
己
の
位
置
を
知

つ
た
。」
と
あ
る
。
あ
の
頃
と
い
う
の
は
、
広
義
に
は
智
恵
子
が
グ
ロ
キ
シ
ニ
ア
の
鉢
植
え
を
持
っ
て
高
村
の
ア
ト
リ
エ
に
訪
問
し
た
明
治

四
十
五
年
の
六
月
頃
か
ら
、
結
婚
披
露
を
し
た
大
正
三
年
の
十
二
月
頃
を
い
う
の
で
あ
ろ
う
。「
智
恵
子
の
半
生
」
⑺　

に
、「
私
が
知
つ
て

か
ら
の
彼
女
は
実
に
単
純
真
摯
な
性
格
で
、
心
に
何
か
天
上
的
な
も
の
を
い
つ
で
も
湛
え
て
居
り
、
愛
と
信
頼
と
に
全
身
を
投
げ
出
し
て
い

た
よ
う
な
女
性
で
あ
つ
た
」
と
あ
る
。
高
村
は
大
正
元
年
十
一
月
二
十
五
日
作
の
詩
「
郊
外
の
人
に
」
の
中
で
、「
君
こ
そ
は
実
に
こ
よ
な

き
審
判
官
な
れ
/
汚
れ
果
て
た
る
我
が
か
ず
か
ず
の
姿
の
中
に
/
を
さ
な
児
の
ま
こ
と
も
て
/
君
は
た
ふ
と
き
吾
が
わ
れ
を
こ
そ
見
出
で
つ

れ
」
と
い
い
、ま
た
、既
記
の
詩
「
あ
の
頃
」
と
同
時
期
に
作
ら
れ
た
詩
「
元
素
智
恵
子
」
の
中
で
、「
智
恵
子
は
こ
よ
な
き
審
判
官
で
あ
り
、

/
う
ち
に
智
恵
子
の
睡
る
時
わ
た
く
し
は
過
ち
、
/
耳
に
智
恵
子
の
声
を
き
く
時
わ
た
く
し
は
正
し
い
。」
と
い
う
。
昭
和
二
十
二
年
七
月

に
『
展
望
』
に
発
表
し
た
「
暗
愚
小
傅
」
の
中
の
詩
「
デ
カ
ダ
ン
」
に
、「
遅
ま
き
の
青
春
が
や
つ
て
き
て
/
私
は
ま
す
ま
す
深
み
に
落
ち
る
。

/
意
識
し
な
が
ら
ず
り
落
ち
る
。
/
カ
ト
リ
ツ
ク
に
縁
が
あ
つ
た
ら
/
き
つ
と
ク
ル
ス
に
す
が
つ
て
ゐ
た
ら
う
。
/
ク
ル
ス
の
代
り
に
こ
の

や
く
ざ
者
の
眼
の
前
に
/
奇
蹟
の
や
う
に
現
れ
た
の
が
智
恵
子
で
あ
つ
た
。」
と
あ
る
。
キ
リ
ス
ト
が
し
ば
し
ば
母
の
イ
メ
ー
ジ
で
語
ら
れ

て
い
る
こ
と
は
、
時
に
母
な
る
も
の
が
キ
リ
ス
ト
と
重
な
る
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
。
聖
書
の
中
の
神
は
王
で
あ
り
、
統
治
者
で
あ
り
、
裁

判
官
で
あ
る
。
詩
「
メ
ト
ロ
ポ
オ
ル
」（
昭
和
二
十
四
年
十
月
作
）
の
中
に
、「
智
恵
子
は
死
ん
で
よ
み
が
へ
り
、
/
わ
た
く
し
の
肉
に
宿
つ
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六

て
こ
こ
に
生
き
、
/
か
く
の
如
き
山
川
草
木
に
ま
み
れ
て
よ
ろ
こ
ぶ
。」
と
あ
る
。
こ
れ
ら
の
作
品
中
に
お
け
る
智
恵
子
は
正
に
キ
リ
ス
ト

で
あ
り
、
聖
母
マ
リ
ア
で
あ
る
。
詩
「
冬
の
朝
の
め
ざ
め
」（
大
正
元
年
十
一
月
三
十
日
作
）
の
中
で
、「
基
督
に
洗
礼
を
施
す
ヨ
ハ
ネ
の
心

を
」「
我
は
わ
が
こ
こ
ろ
の
中
に
求
め
む
と
す
」
と
、
智
恵
子
を
キ
リ
ス
ト
に
重
ね
、
待
ち
わ
び
た
も
の
の
到
来
を
喜
ぶ
。

詩
「
N
│
│
女
史
に
」
が
書
か
れ
た
前
年
明
治
四
十
四
年
三
月
作
の
詩
に
「
祈
祷
」
と
い
う
の
が
あ
る
。

祈
祷

童
貞
な
る
マ
リ
ア
。

い
と
憐
れ
み
深
き
、
基
督
の
母
な
る
マ
リ
ア
。

基
督
を
信
ぜ
ず
し
て
、
基
督
の
聖
教
に
涙
を
垂
る
る
い
と
卑
し
き
者
、

ま
し
て
爾
聖
母
の
奇
蹟
を
心
よ
り
信
じ
能
は
ぬ
い
と
貧
し
き
者
、

斯
か
る
者
も
尚
ほ
爾
の
膝
下
に
身
を
投
げ
か
け
、

爾
の
衣
の
裾
に
接
吻
せ
む
と
す
る
事
多
し
。

願
は
く
は
、
こ
の
時
、「
異
教
徒
よ
、
去
れ
、」
と
辱
め
宣
ふ
事
な
か
れ
。

異
教
徒
よ
、
と
呼
ば
る
る
聲
の
如
何
に
堪
へ
が
た
く
苦
し
く
し
て
又
止
み
が
た
き
事
よ
。

す
べ
て
を
惠
む
み
こ
こ
ろ
を
以
て
、
事
を
糺
し
給
ふ
事
な
く
唯
憐
み
を
か
け
給
へ
。

内
界
の
母
、
霊
魂
の
故
郷
を
思
ふ
事
切
な
る
も
の
を
。

願
は
く
は
あ
た
た
か
に
我
を
包
み
給
へ
。

安
ら
か
に
我
を
し
て
爾
の
懐
に
泣
か
し
め
給
へ
。

「
あ
た
た
か
に
我
を
包
み
」「
爾
の
懐
に
泣
か
し
め
給
へ
」
と
求
め
る
高
村
の
姿
は
、
詩
「
N
│
│
女
史
に
」
で
救
い
を
求
め
る
高
村
の
姿

に
重
な
る
。
詩
「
N
│
│
女
史
に
」
の
「
サ
ン
タ
マ
リ
ア
」
は
、「
い
と
憐
れ
み
深
き
、
基
督
の
母
な
る
マ
リ
ア
」
そ
の
も
の
と
言
え
る
。
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■『智恵子抄』における「サンタマリア」考

七

3
と
こ
ろ
が
、
大
正
三
年
十
月
、
第
一
詩
集
『
道
程
』
へ
の
収
録
の
際
、
高
村
は
「
N
│
│
女
史
に
」
か
ら
「
そ
ん
な
怖
い
も
の
ぢ
や
な
い
」

と
「
あ
の
恐
ろ
し
い
悪
魔
か
ら
私
を
お
護
り
く
だ
さ
い
」
を
削
除
し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

削
除
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
作
品
は
ど
う
な
る
の
か
。
削
除
し
た
意
味
は
何
だ
っ
た
の
か
。
高
村
は
智
恵
子
へ
の
想
い
を
「
恋
」
と
は
違
う

と
い
い
、「
サ
ン
タ
マ
リ
ア
」
で
も
な
い
と
い
う
。
既
記
の
通
り
普
通
「
サ
ン
タ
マ
リ
ア
」
と
は
イ
エ
ス
ス
の
母
の
尊
称
で
、「
聖
母
マ
リ
ア
」

の
こ
と
と
解
さ
れ
、
詩
「
N
│
│
女
史
に
」
の
「
サ
ン
タ
マ
リ
ア
」
は
、「
聖
母
マ
リ
ア
」
と
し
て
の
意
味
で
あ
っ
た
。
構
成
上
「
恋
」
に

相
対
す
る
も
の
が
キ
リ
ス
ト
の
母
マ
リ
ア
で
は
違
和
感
を
感
じ
る
の
で
あ
る
。

大
正
十
四
年
七
月
三
十
一
日
発
行
の
『
ア
ル
ス
大
美
術
講
座
』
第
三
巻
に
、
高
村
は
「
彫
塑
総
論
」
を
書
い
た
。
そ
の
中
で
、
ミ
ケ
ラ
ン

ジ
ェ
ロ
が
真
の
彫
刻
家
で
あ
っ
た
と
主
張
し
て
次
の
よ
う
に
い
う
。

彼
の
彫
刻
の
中
で
も
最
も
彫
刻
的
な
、
メ
ヂ
チ
家
の
菩
提
所
に
あ
る
「
聖
母
子
」
の
大
理
石
像
で
あ
り
ま
す
。
私
は
此
程
人
に
迫
つ
て

来
る
彫
刻
を
多
く
知
り
ま
せ
ん
。
何
と
い
ふ
気
高
い
、
質
素
な
、
端
麗
な
、
さ
う
し
て
や
さ
し
い
愛
に
満
ち
た
、
内
の
力
と
美
と
に
恵

ま
れ
た
彫
刻
で
あ
り
ま
せ
う
。

（
中
略
）
此
の
「
聖
母
子
」
は
斯
か
る
考
察
か
ら
見
て
も
亦
最
も
叡
智
に
満
ち
た
も
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
直
線
に
近
い
一
側
面
の
何

と
い
ふ
、
高
潔
な
事
で
あ
り
ま
せ
う
。
そ
の
斜
め
に
う
つ
む
い
た
首
の
何
と
い
ふ
美
の
深
さ
で
せ
う
。
さ
う
し
て
此
の
静
か
さ
。
此
の

安
ら
か
さ
。
此
の
清
浄
さ
。

高
村
は
生
涯
に
わ
た
っ
て
首
を
二
十
程
作
っ
て
い
る
。
⑻　

そ
の
内
、
女
性
の
首
は
三
つ
あ
る
。
一
つ
は
年
代
も
モ
デ
ル
も
不
詳
の
も
で

あ
り
、
他
の
二
つ
は
智
恵
子
の
首
で
あ
る
。
高
村
は
大
正
五
年
頃
、
智
恵
子
の
「
斜
め
に
う
つ
む
い
た
首
」（
石
膏
彩
色
）
を
作
り
、
ま
た
、

昭
和
二
年
に
も
智
恵
子
の
首
（
石
膏
塑
像
）
を
作
っ
て
い
る
。

高
村
は
智
恵
子
を
、「
を
さ
な
児
の
ま
こ
と
こ
そ
君
の
す
べ
て
な
れ
/
あ
ま
り
清
く
透
き
と
ほ
り
た
れ
ば
」（
詩
「
郊
外
の
人
に
」）
と
描
き
、

既
記
詩
「
あ
の
頃
」
の
中
で
そ
の
純
粋
さ
を
詠
い
、「
そ
の
清
浄
な
甘
い
香
り
」
が
高
村
を
包
み
、
そ
う
し
て
「
こ
の
天
の
族
な
る
一
女
性

の
不
可
思
議
力
に
/
無
頼
の
わ
た
く
し
は
初
め
て
自
己
の
位
置
を
知
つ
た
。」
と
い
う
。
ミ
ケ
ラ
ン
ジ
ェ
ロ
の
彫
刻
「
聖
母
子
」
評
と
智
恵

子
の
存
在
が
重
な
る
。
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八

「
彫
塑
総
論
」
を
書
い
た
前
年
、
高
村
は
大
正
十
三
年
三
月
一
日
発
行
の
『
婦
人
之
友
』
に
、「
母
性
の
ふ
と
こ
ろ
」
と
題
し
て
次
の
よ
う

に
い
う
。

こ
の
一
二
年
、
私
は
殊
に
こ
の
事
を
身
に
し
み
て
感
ず
る
や
う
に
な
つ
た
。
天
空
と
、
母
の
愛
と
を
思
ふ
た
び
に
、
私
の
心
は
「
無
限
」

に
触
れ
る
。
母
の
愛
は
ま
つ
た
く
神
の
愛
で
あ
ら
う
。
子
育
て
観
音
、あ
の
マ
リ
ア
に
感
ず
る
愛
と
恵
と
の
深
さ
が
此
な
の
で
あ
ら
う
。

私
は
母
の
愛
を
思
ふ
た
び
に
此
の
世
に
何
が
無
く
と
も
此
が
あ
れ
ば
と
い
ふ
気
が
す
る
。（
中
略
）
だ
が
母
の
愛
を
思
ふ
と
、
更
に
母

性
の
愛
を
お
も
ふ
。
母
性
の
愛
は
女
性
の
持
つ
最
も
意
味
深
い
、
最
も
貴
い
、
又
最
も
力
の
あ
る
本
能
で
あ
る
。
こ
の
本
能
は
あ
ら
ゆ

る
女
性
に
あ
る
。
子
を
持
つ
母
親
に
は
固
よ
り
、
子
無
き
妻
女
に
も
、
処
女
に
も
、
女
の
子
に
も
あ
る
。
こ
の
母
性
の
愛
が
男
性
の
此

の
世
に
於
け
る
最
も
温
か
い
、
最
も
安
ら
か
な
隠
れ
家
で
あ
る
。
私
の
女
性
礼
賛
も
、
も
と
も
と
此
の
母
へ
の
絶
対
信
頼
が
根
に
あ
る

の
で
あ
る
。
男
性
は
つ
ね
に
母
性
の
愛
を
も
と
め
て
ゐ
る
。
又
常
に
そ
れ
に
救
は
れ
て
ゐ
る
。

こ
の
後
も
母
性
の
愛
の
礼
賛
が
続
き
、「
夫
婦
の
愛
が
健
全
に
進
め
ば
、
夫
は
必
ず
妻
の
内
に
潜
む
母
性
の
愛
に
ひ
た
さ
れ
る
に
至
る
で

あ
ら
う
。
こ
の
場
合
夫
で
あ
つ
て
も
男
性
は
子
で
あ
り
、
妻
で
あ
つ
て
も
女
性
は
母
で
あ
る
」
と
い
う
。
高
村
光
太
郎
、
結
婚
十
年
目
の
発

言
で
あ
る
。
高
村
は
ま
た
昭
和
四
年
十
月
二
十
日
発
行
の『
大
思
想
エ
ン
サ
イ
ク
ロ
ペ
ヂ
ア
リ
文
芸
思
想
２
』「
ウ
オ
ル
ト　

ホ
ヰ
ツ
ト
マ
ン
」

の
中
で
、「
女
性
＝
母
性
＝
聖
母
マ
リ
ア
的
汎
愛
」と
指
摘
す
る
。
大
正
三
年
、詩「
N
│
│
女
史
に
」を
改
訂
し
た
時
の「
サ
ン
タ
マ
リ
ア
」は
、

ど
う
も
高
村
の
母
わ
か
に
連
な
る
「
母
性
愛
」
を
指
し
た
も
の
の
よ
う
だ
。
高
村
の
母
わ
か
が
逝
去
（
六
十
九
歳
）
し
た
の
は
、
大
正
十
四

年
九
月
十
日
の
事
で
あ
る
。
大
正
三
年
、高
村
は
「
恋
」
で
も
「
母
性
愛
」
で
も
無
い
も
の
を
智
恵
子
に
感
じ
て
い
た
と
言
え
そ
う
で
あ
る
。

4
明
治
四
十
五
年
七
月
二
十
五
日
作
の
詩
「
N
│
│
女
史
に
」
に
お
け
る
「
サ
ン
タ
マ
リ
ア
」
は
、
マ
リ
ア
信
仰
と
も
い
う
べ
き
も
の
で
あ

り
、
大
正
三
年
改
訂
後
の
「
サ
ン
タ
マ
リ
ア
」
は
、「
母
性
愛
」
を
指
す
と
考
え
ら
れ
た
。
大
正
三
年
の
改
訂
に
際
し
、
38
「
ち
が
ひ
ま
す

　

ち
が
ひ
ま
す
」
と
37
「
サ
ン
タ
マ
リ
ア
」
を
否
定
し
た
の
は
、
聖
母
マ
リ
ア
に
混
沌
と
し
た
思
い
を
救
済
し
て
も
ら
い
た
い
反
面
、
救
済

が
結
果
す
る
も
の
を
お
そ
れ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
高
村
の
母
わ
か
の
イ
メ
ー
ジ
と
重
な
る
「
母
性
愛
」
を
否
定
し
た
も
の
と
も
解
釈
で

き
た
。
そ
れ
が
明
確
に
言
え
る
の
は
大
正
十
三
年
発
表
の
「
母
性
の
ふ
と
こ
ろ
」
以
後
、
つ
ま
り
昭
和
十
六
年
の
詩
「
人
に
」
で
あ
る
。
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■『智恵子抄』における「サンタマリア」考

九

『
智
恵
子
抄
』
入
抄
の
詩
は
、
一
気
呵
成
に
書
か
れ
た
も
の
で
は
な
い
。
明
治
の
終
わ
り
か
ら
昭
和
の
大
戦
以
前
ま
で
に
作
ら
れ
た
も
の

で
あ
る
。
従
っ
て
作
品
中
に
お
け
る
高
村
の
智
恵
子
の
捉
え
方
も
変
化
し
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
『
智
恵
子
抄
』
に
描
か
れ
て
い
る
智
恵
子
像

は
智
恵
子
の
一
面
で
あ
る
こ
と
は
周
知
の
こ
と
で
あ
る
。
草
野
心
平
編
『
高
村
光
太
郎
と
智
恵
子
』
に
は
、「
い
や
な
面
は
か
く
し
た
ん
で
す
。

だ
け
ど
あ
れ
書
い
た
頃
は
そ
う
す
る
の
が
作
品
だ
と
思
っ
て
た
な
」
⑼　

と
あ
る
。

『
智
恵
子
抄
』
冒
頭
の
詩
「
人
に
」
で
、「
恋
」
で
も
「
母
性
愛
」
で
も
な
い
も
の
を
感
じ
た
高
村
は
、次
詩
「
或
る
夜
の
こ
こ
ろ
」
で
「
断

ち
が
た
く
、
苦
し
く
、
の
が
れ
ま
ほ
し
く
/
又
あ
ま
く
、
去
り
が
た
く
、
堪
へ
が
た
く
│
│
」
と
い
う
熱
病
の
よ
う
な
感
情
か
ら
の
覚
醒
を

求
め
、
続
く
詩
「
お
そ
れ
」
で
「
私
の
心
の
静
寂
は
血
で
買
つ
た
宝
で
あ
る
」
と
自
己
肯
定
し
、
智
恵
子
に
そ
の
静
寂
の
価
値
を
訴
え
、
そ

の
一
点
に
触
れ
る
場
合
の
覚
悟
と
、
触
れ
た
場
合
に
起
こ
る
波
動
の
衝
撃
に
堪
え
ら
れ
る
力
を
作
れ
と
要
求
す
る
。
そ
し
て
そ
の
力
は
、
次

の
詩
「
或
る
宵
」
の
中
で
、「
最
善
の
力
は
自
分
等
を
信
ず
る
所
の
み
に
あ
る
」
と
し
、「
我
等
は
為
す
べ
き
事
を
為
し
/
進
む
べ
き
道
を
進

み
」、「
我
等
は
た
だ
愛
す
る
心
を
味
わ
へ
ば
い
い
」
と
い
う
。
愛
の
萌
芽
期
で
あ
る
。
高
村
は
詩
「
人
に
」
の
中
で
、「
恋
」
で
も
「
母
性
愛
」

で
も
無
い
「
愛
」
を
既
に
感
じ
取
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

因
み
に
「
愛
」
⑽　

と
は
、
自
分
の
存
在
価
値
を
認
識
し
、
更
に
成
長
し
た
い
と
い
う
意
欲
に
そ
の
源
が
あ
り
、
そ
し
て
、
相
手
の
存
在

そ
の
も
の
に
価
値
を
感
じ
、
感
謝
す
る
と
こ
ろ
に
動
機
が
あ
る
。「
愛
」
の
実
行
に
は
相
手
を
愛
す
る
と
い
う
明
確
な
決
断
、
覚
悟
が
必
要

で
あ
り
、
そ
し
て
永
続
的
な
意
志
が
欠
か
せ
な
い
。
従
っ
て
本
当
に
愛
し
合
う
も
の
同
士
に
と
っ
て
「
死
」
は
一
つ
の
通
過
点
で
あ
り
、
死

が
「
愛
し
合
う
二
人
を
分
か
つ
」
こ
と
は
な
い
。「
愛
」
と
は
、
い
つ
ま
で
も
相
手
の
幸
福
を
願
い
、
相
手
の
成
長
を
支
援
す
る
決
断
、
意

志
に
支
え
ら
れ
た
行
為
で
あ
り
、「
恋
」
の
よ
う
な
単
な
る
感
情
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

と
ま
れ
、
次
詩
「
郊
外
の
人
に
」
と
、
続
く
詩
「
冬
の
朝
の
め
ざ
め
」
の
中
で
、
高
村
は
「
愛
人
よ
」
と
高
ら
か
に
叫
ぶ
。
翌
大
正
二
年

三
月
十
五
日
作
の
詩
「
人
類
の
泉
」
の
中
で
、
自
ら
の
本
質
が
新
生
し
、
成
長
す
る
速
度
が
増
し
て
ゆ
く
「
魂
の
加
速
度
」
を
感
じ
、「
自

然
と
涙
が
流
れ
/
抱
き
し
め
る
様
に
あ
な
た
を
想
ひ
つ
め
て
ゐ
ま
し
た
/
あ
な
た
は
本
当
に
私
の
半
身
で
す
」
と
い
う
。
そ
し
て
「
私
に
は

あ
な
た
が
あ
る
」
と
そ
の
存
在
そ
の
も
の
を
手
放
し
で
喜
ぶ
。
や
が
て
、「
半
身
」
だ
っ
た
智
恵
子
は
「
僕
の
い
の
ち
と
あ
な
た
の
い
の
ち

と
が
/
よ
れ
合
ひ　

も
つ
れ
合
ひ　

と
け
合
ひ
/
混
沌
と
し
た
は
じ
め
に
か
へ
る
」（
大
正
二
年
十
二
月
九
日
作
「
僕
等
」）
の
で
あ
る
。
更

に
「
僕
等
は
高
く　

ど
こ
ま
で
も
高
く
僕
等
を
押
し
上
げ
て
ゆ
か
な
い
で
は
ゐ
ら
れ
な
い
」
と
、
互
い
の
成
長
を
切
望
す
る
。
愛
の
成
長
期

146



一
〇

で
あ
る
。
結
婚
十
五
年
目
に
入
っ
て
も
高
村
の
愛
が
枯
渇
す
る
こ
と
は
無
か
っ
た
。「
あ
な
た
が
黙
つ
て
立
つ
て
ゐ
る
と
/
ま
こ
と
に
神
の

造
り
し
も
の
だ
。
/
時
々
内
心
お
ど
ろ
く
ほ
ど
/
あ
な
た
は
だ
ん
だ
ん
き
れ
い
に
な
る
。」（
詩
「
あ
な
た
は
だ
ん
だ
ん
き
れ
い
に
な
る
」
昭

和
二
年
一
月
六
日
作
）。
智
恵
子
四
十
二
歳
の
こ
と
で
あ
る
。

そ
の
後
智
恵
子
の
狂
気
が
発
覚
す
る
と
、
高
村
は
「
足
も
と
か
ら
鳥
が
た
つ
/
自
分
の
妻
が
狂
気
す
る
」（
詩
「
人
生
遠
視
」
昭
和
十
年

一
月
二
十
二
日
作
）
と
、
戸
惑
い
な
が
ら
智
恵
子
を
詠
う
。
こ
の
時
、
高
村
は
詩
の
中
で
初
め
て
智
恵
子
を
妻
と
呼
ん
だ
。
進
行
す
る
脳
の

障
害
が
ひ
ど
く
な
る
と
、「
食
事
も
入
浴
も
嬰
児
の
よ
う
に
」（「
智
恵
子
の
半
生
」）
高
村
が
し
た
と
い
う
。

療
養
の
た
め
の
「
転
地
先
の
九
十
九
里
浜
で
完
全
な
狂
人
に
な
つ
て
し
ま
つ
た
」⑾　
智
恵
子
を
、高
村
は
「
一
週
一
度
汽
車
で
訪
ね
た
」（
智

恵
子
の
半
生
）。
今
ほ
ど
交
通
の
便
が
良
く
な
い
と
き
で
あ
る
。

午
前
に
両
国
駅
を
出
る
と
、
い
つ
も
午
後
二
三
時
頃
此
の
砂
丘
に
つ
く
。
私
は
一
週
間
分
の
薬
や
、
菓
子
や
、
妻
の
好
き
な
果
物
を
出

す
。
妻
は
熱
つ
ぽ
い
や
う
な
息
を
し
て
私
を
喜
び
迎
へ
る
。
私
は
妻
を
誘
つ
て
い
つ
も
砂
丘
づ
た
ひ
に
防
風
林
の
中
を
ま
づ
歩
く
。
そ

し
て
小
松
の
ま
ば
ら
な
高
み
の
砂
へ
腰
を
お
ろ
し
て
二
人
で
休
む
。
⑿

智
恵
子
を
九
十
九
里
に
預
け
た
帰
り
の
様
子
を
、
高
村
は
友
人
水
野
葉
舟
に
次
の
よ
う
に
語
っ
た
。「
一
昨
日
送
つ
て
来
ま
し
た
。
小
生

の
三
年
間
に
亙
る
看
護
も
力
無
い
も
の
で
し
た
。
鳥
の
啼
く
ま
ね
や
唄
を
う
た
ふ
ま
ね
を
し
て
ゐ
る
ち
ゑ
子
を
後
に
残
し
て
帰
つ
て
来
る
時

は
流
石
の
小
生
も
涙
を
な
が
し
た
」（
昭
和
九
年
五
月
九
日
付
け
手
紙
）。「
三
年
間
に
亙
る
看
護
も
力
無
い
も
の
で
し
た
」
と
悔
恨
す
る
高

村
は
同
日
智
恵
子
の
母
セ
ン
に
、「
長
い
間
ち
ゑ
子
を
中
心
に
生
活
し
て
ゐ
た
た
め
、
今
ち
ゑ
子
の
居
な
い
此
の
家
に
居
る
と
ま
る
で
空
家

に
居
る
様
な
気
が
し
ま
す
。
病
気
の
ち
ゑ
子
が
ふ
び
ん
で
な
り
ま
せ
ん
」
と
書
き
、
更
に
「
毎
日
軽
い
運
動
、
散
歩
」
云
々
、「
生
水
を
の

ま
せ
な
い
様
に
御
注
意
下
さ
い
。
ど
う
し
て
も
一
度
沸
騰
し
た
湯
冷
ま
し
を
や
つ
て
下
さ
い
」
と
細
々
と
し
た
指
示
を
書
き
送
っ
て
い
る
。

精
神
の
病
い
に
、
簡
単
な
手
工
が
良
い
と
聞
け
ば
、
智
恵
子
の
平
常
好
き
だ
っ
た
千
代
紙
を
持
参
し
、
ま
た
、
折
り
紙
か
ら
飛
躍
的
に
進

歩
し
た
芸
術
作
品
で
あ
る
紙
細
工
に
驚
嘆
し
た
高
村
は
、
求
め
に
応
じ
て
色
紙
を
用
意
し
、
智
恵
子
の
仕
事
が
始
ま
っ
た
。
そ
し
て
、
高
村

は
「
千
数
百
枚
に
及
ぶ
此
等
の
切
抜
絵
は
す
べ
て
智
恵
子
の
詩
で
あ
り
、
抒
情
で
あ
り
、
機
智
で
あ
り
、
生
活
記
録
で
あ
り
、
此
世
へ
の
愛

の
表
明
で
あ
る
。
此
を
私
に
見
せ
る
時
の
智
恵
子
の
恥（

マ
マ
）か
し
そ
う
な
う
れ
し
そ
う
な
顔
が
忘
れ
ら
れ
な
い
」（「
智
恵
子
の
切
抜
絵
」）と
い
う
。

「
私
が
そ
れ
を
見
て
い
る
間
、
彼
女
は
如
何
に
も
幸
福
そ
う
に
微
笑
し
た
り
、
お
辞
儀
し
た
り
し
て
い
た
。
最
後
の
日
其
を
一
ま
と
め
に
自
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一
一

分
で
整
理
し
て
置
い
た
も
の
を
私
に
渡
し
て
、
荒
い
呼
吸
の
中
で
か
す
か
に
笑
ふ
表
情
を
し
た
。
す
つ
か
り
安
心
し
た
顔
で
あ
つ
た
。
私
の

持
参
し
た
レ
モ
ン
の
香
り
で
洗
わ
れ
た
彼
女
は
そ
れ
か
ら
数
時
間
の
う
ち
に
極
め
て
静
か
に
此
の
世
を
去
つ
た
。
昭
和
十
三
年
十
月
五
日
の

夜
で
あ
つ
た
」（
智
恵
子
の
半
生
）。
智
恵
子
の
最
期
を
看
取
っ
た
斎
藤
徳
次
郎
医
師
は
、
そ
の
時
の
様
子
を
次
の
よ
う
に
伝
え
て
い
る
。
⒀

夕
方
か
ら
脈
が
次
第
に
細
く
な
り
、
呼
吸
が
乱
れ
勝
ち
に
な
り
ま
す
と
、
光
太
郎
氏
は
も
う
お
注
射
は
お
や
め
下
さ
い
と
力
を
こ
め
て

お
つ
し
や
い
ま
し
た
。
そ
つ
と
し
て
お
か
れ
た
か
つ
た
の
で
し
よ
う
。
し
ば
ら
く
眼
を
と
じ
ら
れ
て
瞑
想
さ
れ
た
と
思
い
ま
す
。
そ
れ

か
ら
し
ば
ら
く
の
ち
に
「
昔
山
巓
で
し
た
や
う
な
深
呼
吸
」
を
一
つ
さ
れ
ま
し
た
。
そ
れ
と
同
時
に
黒
の
和
服
に
袴
を
つ
け
た
光
太
郎

氏
の
巨
大
な
身
体
が
大
き
く
ゆ
れ
だ
し
ま
し
た
。
私
は
思
わ
ず
外
に
と
び
出
し
て
、
静
か
に
ご
冥
福
を
念
じ
上
げ
ま
し
た
。
こ
の
よ
う

に
荘
厳
な
、
力
に
溢
れ
た
臨
終
を
、
私
は
今
日
ま
で
知
り
ま
せ
ん
。
恐
ら
く
一
生
涯
経
験
出
来
な
い
と
存
じ
ま
す
。

弟
の
豊
周
に
「
智
恵
子
が
死
ん
だ
ん
で
あ
と
始
末
を
し
た
い
か
ら
一
寸
来
て
く
れ
」
と
高
村
か
ら
電
話
が
あ
っ
た
の
は
午
後
の
十
一
時
過

ぎ
だ
っ
た
。
⒁　

智
恵
子
が
亡
く
な
っ
た
の
は
午
後
九
時
二
十
分
。
高
村
の
「
巨
大
な
身
体
」
の
大
き
な
揺
れ
が
お
さ
ま
る
ま
で
に
時
間
が

か
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

「
一
度
死
亡
室
に
入
れ
る
と
始
末
が
面
倒
に
な
る
の
で
、
ま
だ
死
な
な
い
こ
と
に
し
て
」
高
村
は
、「
智
恵
子
を
抱
い
て
、
そ
っ
と
ア
ト
リ

エ
ま
で
連
れ
帰
っ
た
」。
高
村
の
「
外
見
は
む
し
ろ
冷
静
で
、
取
乱
し
た
と
こ
ろ
は
ま
っ
た
く
な
か
っ
た
」。
高
村
は
「
智
恵
子
を
抱
い
て
ア

ト
リ
エ
に
入
り
、
長
椅
子
に
ね
か
し
た
時
、『
あ
れ
だ
け
帰
り
た
が
っ
て
い
た
家
に
、
い
よ
い
よ
帰
っ
て
き
た
け
れ
ど
、
死
ん
じ
ゃ
っ
て
。』

と
ポ
ツ
ン
と
言
っ
た
」
⒂　

と
い
う
。

智
恵
子
は
死
ん
だ
。
が
、
高
村
に
と
っ
て
智
恵
子
の
「
死
」
は
ひ
と
つ
の
通
過
点
で
あ
り
、
死
が
「
愛
し
合
う
二
人
を
分
か
つ
」
こ
と
は

な
か
っ
た
。
そ
う
し
て
、
死
ん
で
復
活
し
た
時
、
智
恵
子
は
高
村
の
「
う
ら
若
い
母
」
と
な
っ
た
。

亡
き
人
に

雀
は
あ
な
た
の
や
う
に
夜
明
け
に
お
き
て
窓
を
叩
く

枕
頭
の
グ
ロ
キ
シ
ニ
ヤ
は
あ
な
た
の
や
う
に
黙
つ
て
咲
く
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一
二

朝
風
は
人
の
や
う
に
私
の
五
体
を
め
ざ
ま
し

あ
な
た
の
香
り
は
午
前
五
時
の
寝
部
屋
に
涼
し
い

私
は
白
い
シ
イ
ツ
を
は
ね
て
腕
を
の
ば
し

夏
の
朝
日
に
あ
な
た
の
ほ
ほ
笑
み
を
迎
へ
る

今
日
が
何
で
あ
る
か
を
あ
な
た
は
さ
さ
や
く

権
威
あ
る
も
の
の
や
う
に
あ
な
た
は
立
つ

私
は
あ
な
た
の
子
供
と
な
り

あ
な
た
は
私
の
う
ら
若
い
母
と
な
る

あ
な
た
は
ま
だ
ゐ
る
其
処
に
ゐ
る

あ
な
た
は
萬
物
と
な
つ
て
私
に
満
ち
る

私
は
あ
な
た
の
愛
に
値
し
な
い
と
思
ふ
け
れ
ど

あ
な
た
の
愛
は
一
切
を
無
視
し
て
私
を
つ
つ
む

昭
和
十
四
年
七
月
十
六
日
作
の
詩
で
あ
る
。『
智
恵
子
抄
』
に
お
け
る
智
恵
子
は
、
サ
ン
タ
マ
リ
ア
と
関
連
づ
け
て
語
ら
れ
る
。
出
会
い

の
ほ
の
ぼ
の
と
し
た
好
意
が
や
が
て
恋
心
に
変
わ
り
、
熱
病
の
よ
う
な
時
を
過
ご
し
た
二
人
は
や
が
て
結
ば
れ
、
互
い
を
思
い
や
り
な
が
ら

仕
事
に
励
む
。
突
然
の
妻
の
狂
気
に
戸
惑
い
な
が
ら
懸
命
に
妻
を
詠
い
、
そ
し
て
死
を
乗
り
越
え
た
高
村
は
、
や
が
て
「
妻
」
で
あ
る
智
恵

子
の
「
内
に
潜
む
母
性
の
愛
に
ひ
た
さ
れ
る
に
至
」
⒃　

っ
た
の
で
あ
る
。
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一
三

注⑴　

吉
田
精
一
監
修
『
近
代
詩
集
の
探
求
』（
文
学
史
の
会
）
は
、
次
の
よ
う
に
解
説
し
て
い
る
。

「
一
人
の
世
界
か
ら
/
万
人
の
世
界
へ
」
は
、
光
太
郎
独
自
の
発
想
で
、『
白
樺
』
派
と
も
異
な
る
点
が
注
目
さ
れ
る
。『
白
樺
』
派
な
ら
ば
む
し
ろ
「
一

人
の
世
界
か
ら
/
万
人
の
世
界
へ
」
向
か
う
こ
と
を
理
想
と
す
る
の
で
あ
る
が
光
太
郎
は
こ
の
言
葉
を
、
個
性
の
世
界
か
ら
習
俗
の
世
界
へ
と
い
う
よ

う
な
意
味
に
用
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
光
太
郎
に
と
っ
て
女
性
の
結
婚
は
、
個
性
を
喪
失
し
て
習
俗
の
中
に
墜
ち
る
こ
と
で
あ
り
、
無
意
味
に
男
に
負

け
る
醜
悪
事
で
あ
っ
た
。

⑵　

  

大
正
元
年
八
月
十
日
発
行
の
『
美
術
新
報
』
第
十
一
巻
第
十
号
に
光
太
郎
は
詩
「
ヹ
ネ
チ
ア
の
旅
人
」
を
発
表
し
た
。
同
書
に
チ
シ
ア
ン
の
サ
ン
タ
・
マ

リ
ア
傳
中
の
一
節
と
「
天
上
の
愛
と
地
上
の
愛
と
」
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

⑶　

詩
「
N
│
│
女
史
に
」
に
は
、「
鶴
巻
町
に
買
喰
ひ
に
出
る
の
で
す
」
と
あ
る
。

⑷　

石
井
美
樹
子
著
『
聖
母
マ
リ
ア
の
謎
』（
白
水
社
）
に
よ
る
。

⑸　

日
本
聖
書
協
会
発
行
『
イ
ザ
ヤ
書
』（
66
・
12
ー
13
）
に
よ
る
。

⑹　

４
と
同
じ
。

⑺　

高
村
光
太
郎
著
『
智
恵
子
抄
』（
龍
星
閣
）
に
よ
る
。

⑻　

穴
沢
一
夫
・
北
川
太
一
・
中
山
公
男
・
三
木
多
聞
責
任
編
集
『
高
村
光
太
郎
彫
刻
前
全
作
品
』（
六
耀
社
）
に
よ
る
。

⑼　

狂
気
を
背
景
に
し
た
発
言
で
は
あ
る
が
、
光
太
郎
と
の
日
常
全
て
に
言
い
得
る
こ
と
と
思
う
。

⑽　

飯
田
史
彦
著
『
愛
の
論
理
』（PH

P

）
に
よ
る
。

⑾　

昭
和
十
五
年
五
月
一
日
発
行
『
知
性
』
所
収
「
自
作
肖
像
漫
談
」
に
よ
る
。

⑿　

昭
和
十
六
年
七
月
一
日
発
行
『
新
若
人
』
所
収
「
九
十
九
里
の
初
夏
」
に
よ
る
。

⒀　

昭
和
三
十
四
年
四
月
二
十
五
日
発
行
『
高
村
光
太
郎
と
智
恵
子
』（
筑
摩
書
房
）
所
収
「
高
村
智
恵
子
さ
ん
の
思
い
出
」
に
よ
る
。

⒁　

高
村
豊
周
著
『
定
本
光
太
郎
回
想
』（
有
信
堂
）
に
よ
る
。

⒂　

14
と
同
じ
。

⒃　

大
正
十
三
年
三
月
一
日
発
行
『
婦
人
之
友
』（
婦
人
之
友
社
）
所
収
「
母
性
の
ふ
と
こ
ろ
」
に
よ
る
。
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