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言
葉
と
向
き
合
う
│
│
ま
さ
に
日
本
で
半

生
を
過
ご
し
た
私
の
こ
と
を
語
っ
て
い
る
よ
う

に
思
え
る
。
と
言
っ
て
も
、
私
は
生
来
怠
け
者

で
勉
強
嫌
い
な
人
間
な
の
で
あ
る
。
真
面
目
に

日
本
語
の
勉
強
に
取
り
組
む
は
ず
な
ど
も
な
く
、

む
し
ろ
日
本
で
生
活
し
な
け
れ
ば
と
い
う
環
境

に
放
り
出
さ
れ
た
お
か
げ
で
、
あ
る
種
無
理
や

り
、「
言
葉
と
向
き
合
わ
ざ
る
を
得
な
い
」
よ

う
に
な
っ
た
の
だ
っ
た
。

　

初
め
て
日
本
語
学
校
で
勉
強
し
た
日
本
語
は
、

今
も
は
っ
き
り
と
記
憶
に
残
っ
て
い
る
。
│
│

私
は
日
本
語
を
勉
強
し
ま
す
、で
あ
っ
た
。「
勉

強
」
の
二
文
字
を
目
に
し
た
途
端
、
落
胆
し

た
か
ら
だ
。
同
じ
意
味
の
中
国
語
は
、「
我
学

習
日
語
」
と
な
る
。
つ
ま
り
「
勉
強
す
る
」
は
、

中
国
語
で
学
習
と
い
う
語
に
あ
た
る
。
む
ろ
ん

中
国
語
に
も
「
勉
強
」
と
い
う
単
語
が
あ
る
が
、

そ
れ
は
日
本
語
の
「
無
理
す
る
」
と
い
う
意
味

に
な
る
言
葉
だ
。

　

そ
の
瞬
間
、己
の
勉
強
嫌
い
と
い
う
「
持
病
」

の
ワ
ケ
を
悟
っ
た
。
│
│
勉
強
す
る
と
は
つ
ま

り
無
理
を
す
る
で
あ
る
、
と
。
そ
れ
か
ら
と
い

う
も
の
、
で
き
る
だ
け
無
理
を
し
な
い
と
い
う

怠
け
者
根
性
で
、
勉
強
に
打
ち
込
め
ず
に
、
日

本
語
学
校
を
出
て
、
大
学
も
卒
業
し
た
。
幸
い

漢
字
が
多
く
使
わ
れ
て
い
る
日
本
、
公
共
の
場

に
設
置
さ
れ
た
表
示
板
や
注
意
書
き
な
ど
、
中

国
人
で
あ
れ
ば
た
と
え
日
本
語
の
わ
か
ら
な
い

人
で
も
大
体
の
意
味
を
推
測
す
る
こ
と
が
で
き

る
。
そ
の
う
え
、
こ
こ
数
年
同
じ
意
味
の
こ
と

を
、
日
本
語
の
下
に
英
語
・
中
国
語
・
韓
国
語

な
ど
の
外
国
語
で
も
書
か
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　

一
方
で
、
勉
強
し
な
か
っ
た
私
は
、
こ
れ
ま

で
も
っ
ぱ
ら
漢
字
の
字
面
だ
よ
り
に
、
日
本
語

の
意
を
読
み
取
ろ
う
と
し
て
き
た
。
そ
こ
で
思

い
込
み
に
よ
っ
て
多
く
の
誤
解
が
生
ま
れ
る
。

恥
ず
か
し
い
の
だ
が
、
つ
い
四
年
前
も
、
小
説

の
中
で
「
脚
」
を
使
っ
た
と
こ
ろ
、
編
集
者
に

間
違
い
で
あ
る
と
指
摘
さ
れ
た
。

　

脚
│
│
現
代
漢
語
で
は
、
足
首
の
下
、
靴

（
ブ
ー
ツ
で
は
な
い
普
通
の
も
の
）
を
履
く
部

分
を
指
す
。
私
は
小
説
の
中
で
、
そ
の
部
分
を

表
そ
う
と
し
て
、
思
い
込
み
で
、
あ
え
て
「
脚
」

と
い
う
漢
字
を
使
い
た
い
と
主
張
し
た
。

　
「
そ
れ
な
ら
『
足
』
に
な
り
ま
す
ね
」
と
編

集
者
が
言
う
。「
私
が
言
い
た
い
の
は
こ
の
部

分
で
す
よ
」。
焦
る
あ
ま
り
、
私
は
靴
を
脱
い

で
、
足
を
見
せ
た
。「
そ
う
、
そ
の
部
分
は
足
で
、

日
本
語
の
『
脚
』
は
骨
盤
か
ら
足
首
ま
で
の
部

分
に
な
り
ま
す
」。

　

そ
ん
な
や
り
取
り
は
三
十
分
も
続
い
た
だ
ろ

う
か
、
残
念
な
こ
と
に
、
日
本
の
辞
書
に
は
、

「
脚
」
と
「
足
」
は
、
ア
シ
と
括
っ
て
い
う
身

体
部
分
を
、
具
体
的
に
ど
う
使
い
分
け
る
か
を

明
示
し
て
い
な
い
こ
と
が
多
い
。
権
威
的
な
根

拠
が
見
当
た
ら
な
い
ま
ま
、
日
本
人
の
日
本
語

な
の
だ
か
ら
、
私
は
妥
協
し
た
。
そ
の
後
編
集

者
が
正
し
い
と
判
明
し
、
以
来
女
性
フ
ァ
ッ

シ
ョ
ン
誌
に
躍
る
「
美
脚
」
な
ど
の
文
字
を
見

る
と
、
つ
い
つ
い
逃
げ
た
い
気
持
ち
に
な
っ
て

し
ま
う
。

　

言
葉
の
面
白
さ
は
、
真
剣
に
向
き
合
う
と
き

に
や
っ
と
伝
わ
っ
て
く
る
も
の
だ
。
い
つ
か
新

聞
を
読
ん
で
い
た
ら
、
あ
る
お
じ
い
さ
ん
が
、

野
良
猫
を
呼
び
こ
む
こ
と
に
腹
立
っ
て
、
隣
人

の
お
ば
あ
さ
ん
を
殺
し
た
と
い
う
ニ
ュ
ー
ス
が

あ
っ
た
。確
か「
七
十
歳
の
男
が
刃
物
で
、隣
人
・

六
十
五
歳
の
女
性
を
刺
殺
し
た
。」
そ
の
よ
う

な
文
面
だ
っ
た
か
と
思
う
が
、
こ
の
中
で
、
容

疑
者
と
さ
れ
る
お
じ
い
さ
ん
は
「
男
」
で
、
被

害
者
の
お
ば
あ
さ
ん
は
「
女
性
」
と
、
書
き
分

け
て
い
る
。

　

な
ぜ
な
の
だ
ろ
う
、
ま
た
辞
書
を
引
っ
張
り

出
し
て
調
べ
る
。
性
別
で
あ
る
と
い
う
説
明
以

外
は
、
容
疑
者
と
か
被
害
者
の
別
に
つ
い
て
は

何
の
説
明
も
な
か
っ
た
。
紙
媒
体
に
あ
る
事
件

関
連
の
記
事
を
読
み
あ
さ
り
、
ど
れ
も
一
様
に
、

容
疑
者
な
る
も
の
は
「
男
」「
女
」
で
、
被
害

者
は
「
男
性
」「
女
性
」
と
い
っ
た
書
き
分
け

を
す
る
の
だ
っ
た
。
気
に
し
て
、
日
常
の
中
で
、

日
本
人
同
士
の
会
話
を
聞
い
て
も
、「
男
」「
女
」

を
使
う
場
面
は
、
や
は
り
な
ん
と
な
く
軽
蔑
し

た
よ
う
な
雰
囲
気
に
感
じ
た
。

　

同
じ
漢
字
で
も
、
日
本
語
に
な
る
と
、
発
音

を
幾
つ
も
も
っ
て
し
ま
う
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、

意
味
や
使
い
方
も
変
わ
り
、
表
情
が
俄
然
豊
か

に
な
っ
て
魅
力
が
増
す
。
中
で
も
最
も
感
心
し

た
の
は
、「
利
益
」
と
い
う
言
葉
だ
。

　

│
│
企
業
努
力
で
利
益
を
上
げ
る
。

　

│
│
こ
の
神
社
は
金
運
ア
ッ
プ
の
ご
利
益
が

あ
る
と
し
て
、
事
業
成
功
の
祈
願
に
多
く
の
人

が
参
拝
に
訪
れ
て
い
ま
す
。

　

右
の
二
つ
の
文
、
ど
ち
ら
も
「
利
益
」
と
い

う
単
語
が
入
っ
て
い
る
が
、
読
み
方
が
異
な
る
。

前
者
は
「
リ
エ
キ
」
と
読
み
、
辞
書
で
は
「
事

業
な
ど
を
し
て
得
る
も
う
け
、
利
潤
」
と
解
釈

す
る
。

　

後
者
は
「
リ
ヤ
ク
」
と
発
音
し
て
、「
神
仏

が
人
間
に
与
え
る
お
恵
み
、
幸
運
。
ご
利り

生し
ょ
う

。

霊
験
。」
あ
る
い
は
「
人
や
物
に
よ
っ
て
受
け

る
恵
み
」
と
い
う
表
現
で
解
釈
さ
れ
て
い
る
。

　

企
業
努
力
し
て
求
め
て
い
る
の
は
、
あ
か
ら

さ
ま
に
言
え
ば
、
つ
ま
り
お
金
と
い
う
形
で
確

認
で
き
る
よ
う
な
も
う
け
で
あ
る
。
こ
の
世
の

物
事
が
、
一
旦
お
金
に
か
か
わ
る
と
、
ど
う
し

て
も
俗
っ
ぽ
く
て
不
純
の
イ
メ
ー
ジ
を
も
っ
て

し
ま
う
。
そ
れ
ゆ
え
寺
や
神
社
に
、
神
さ
ま
に

お
願
い
し
に
行
く
と
き
は
、
利
益
（
リ
エ
キ
）

を
│
│
た
と
え
「
金
運
ア
ッ
プ
」
を
は
か
り

た
い
と
い
う
金
絡
み
の
目
的
で
あ
っ
て
も
│
│

使
っ
て
は
な
ら
な
い
。

　

同
じ
漢
字
で
書
い
て
、
読
み
方
に
気
を
利
か

せ
る
。
│
│
リ
ヤ
ク
と
読
ま
せ
た
う
え
、
前
に

尊
敬
を
表
す
「
ご
」
を
つ
け
る
。
神
さ
ま
に
細

心
の
敬
意
を
は
ら
い
、
リ
ヤ
ク
度
を
高
め
た
い

し
た
た
か
さ
さ
え
感
じ
ら
れ
る
。こ
れ
ほ
ど「
柔

軟
性
」
を
も
っ
た
言
語
は
、
ほ
か
に
あ
る
の
だ

ろ
う
か
。「
利
益
」
の
一
語
は
、
日
本
文
化
の

そ
ん
な
繊
細
な
一
面
も
覗
か
せ
て
く
れ
る
。

　

言
葉
は
文
化
と
い
う
畑
に
根
ざ
し
て
い
る
。

そ
の
形
や
動
き
な
い
し
表
情
、
何
も
か
も
文
化

の
香
り
を
帯
び
て
い
る
の
だ
。
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