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波
乱
万
丈
の
人
生
を
超
越
し
た
俳
人 

小
林
一
茶
（
１
７
６
３
ー
１
８
２
８
） 

 

古
代
か
ら
存
在
し
た
歌
謡 

  

年
代
不
詳
で
す
が
、
日
本
最
古
の
歌
謡
は
素
戔
嗚
尊
に
よ
る 

 
 
 

八
雲
立
つ 

出
雲
八
重
垣 

妻
籠
み
に 

八
重
垣
作
る 

そ
の
八
重
垣
を 

と
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
歌
謡
が
古
代
の
日
本
に
広
範
に
普
及
し
て
い
た
こ
と
は
、
八
世
紀

後
半
に
編
纂
さ
れ
た
『
万
葉
集
』
に
、
高
貴
な
人
々
か
ら
一
般
の
庶
民
ま
で
多
様
な
国
民
に
よ
る
七

世
紀
前
半
か
ら
の
四
五
〇
〇
以
上
の
歌
謡
が
収
集
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
証
明
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
ら

は
中
国
伝
来
の
「
漢
詩
」
に
対
比
し
て
「
和
歌
」
と
命
名
さ
れ
て
い
ま
し
た
。 

  

七
世
紀
か
ら
九
世
紀
に
か
け
て
遣
隋
使
や
遣
唐
使
が
中
国
に
派
遣
さ
れ
て
い
た
時
代
は
、
上
流
社

会
で
は
漢
詩
が
流
行
し
て
い
ま
し
た
が
、
使
節
の
派
遣
が
中
止
と
な
っ
た
一
〇
世
紀
以
後
に
な
る
と

和
歌
が
復
活
し
ま
す
。
そ
れ
ら
は
五
音
と
七
音
を
何
度
も
繰
返
し
て
最
後
に
七
音
で
終
了
す
る
仕
組

み
で
、
全
体
は
「
連
歌
」
と
名
付
け
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
そ
の
最
初
の
五
音
七
音
五
音
は
「
発
句
」

と
か
「
俳
諧
」
と
い
う
名
前
で
独
立
す
る
よ
う
に
な
り
、
明
治
時
代
に
正
岡
子
規
に
よ
り
「
俳
句
」

と
命
名
さ
れ
ま
し
た
。 

  

江
戸
時
代
に
な
り
「
俳
諧
」
が
流
行
し
は
じ
め
、
庶
民
の
関
心
の
対
象
に
な
り
ま
す
。
一
七
世
紀

中
期
の
寛
永
・
元
禄
時
代
に
は
西
山
宗
因
や
松
尾
芭
蕉
が
、
一
八
世
紀
後
半
の
文
化
・
文
政
時
代
に

は
与
謝
蕪
村
や
小
林
一
茶
が
登
場
し
ま
す
。
宗
因
の
父
親
は
加
藤
清
正
の
家
臣
、
芭
蕉
の
父
親
は
苗

字
帯
刀
を
許
可
さ
れ
た
土
豪
で
あ
る
一
方
、
蕪
村
は
母
親
が
奉
公
し
た
商
家
の
主
人
の
子
供
、
一
茶

は
信
濃
の
農
家
の
子
供
と
い
う
よ
う
に
、
江
戸
時
代
後
半
に
な
っ
て
俳
諧
が
上
流
社
会
か
ら
一
般
社

会
に
浸
透
し
て
き
ま
し
た
。 
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北
国
街
道
の
柏
原
に
誕
生 

  

今
回
は
江
戸
時
代
後
期
に
活
躍
し
た
俳
人
小
林
一
茶
を
紹
介
し
ま
す
。
江
戸
幕
府
が
整
備
し
た
北

国
街
道
は
信
濃
国
追
分
宿
で
中
山
道
と
分
離
し
、
信
濃
国
善
光
寺
を
経
由
し
て
越
後
国
高
田
城
ま
で

を
連
絡
す
る
重
要
な
街
道
で
す
が
、
善
光
寺
か
ら
北
側
に
二
五
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
の
越
後
と
の
国
境
の

手
前
に
柏
原
宿
（
現
在
の
長
野
県
信
濃
町
）
が
あ
り
ま
す
。
農
村
で
あ
る
と
と
も
に
、
江
戸
と
北
陸

を
連
絡
す
る
交
通
の
要
衛
で
あ
り
、
物
資
の
中
継
基
地
で
あ
る
と
と
も
に
江
戸
の
文
化
も
流
入
し
て

き
た
土
地
で
し
た
。 

 

  

標
高
約
七
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
高
地
に
あ
り
、
東
側
の
背
後
に
は
ナ
ウ
マ
ン
ゾ
ウ
の
化
石
が
出
土
し

た
こ
と
で
有
名
な
野
尻
湖
が
あ
る
一
方
、
西
方
に
は
北
信
五
岳
（
図
１
）
の
う
ち
妙
高
戸
隠
連
山
国

立
公
園
に
位
置
す
る
妙
高
山
（
二
四
五
四
メ
ー
ト
ル
）
、
黒
姫
山
（
二
〇
五
三
メ
ー
ト
ル
）
、
飯
綱

山
（
一
九
一
七
メ
ー
ト
ル
）
の
三
山
を
眺
望
で
き
る
風
光
明
媚
な
土
地
で
す
が
、
豪
雪
地
帯
で
も
あ

り
ま
す
。
一
茶
の
晩
年
の 

 
 
 

こ
れ
が
ま
あ 

つ
い
の
栖
か 

雪
五
尺 

と
い
う
俳
句
が
地
域
の
特
徴
を
端
的
に
表
現
し
て
い
ま
す
。 

  

こ
の
農
村
の
百
姓
で
当
時
三
一
歳
の
小
林
弥
五
兵
衛
と
二
〇
代
の
「
く
に
」
の
長
男
と
し
て
一
七

六
三
年
に
誕
生
し
た
の
が
一
茶
と
な
る
弥
太
郎
で
し
た
。
父
親
は
農
業
を
す
る
と
と
も
に
駄
馬
に
よ

っ
て
街
道
で
荷
物
を
運
搬
す
る
仕
事
も
し
て
お
り
、
そ
れ
な
り
の
収
入
の
あ
る
農
家
で
し
た
。
し
か

し
弥
太
郎
が
三
歳
に
な
っ
た
と
き
に
母
親
が
死
亡
し
、
祖
母
の
「
か
な
」
に
よ
り
養
育
さ
れ
ま
し
た

が
、
弥
太
郎
が
八
歳
に
な
っ
た
と
き
に
父
親
が
「
さ
つ
」
と
い
う
女
性
と
再
婚
し
、
仙
六
と
い
う
子

供
が
誕
生
し
ま
す
。 

  

そ
し
て
弥
太
郎
が
一
四
歳
に
な
っ
た
一
七
七
六
年
に
可
愛
が
っ
て
く
れ
て
い
た
祖
母
が
死
亡
し
、

継
母
と
の
関
係
は
微
妙
に
な
っ
て
い
き
ま
す
。
し
か
し
、
四
石
程
度
の
収
穫
し
か
な
い
農
家
と
い
え

図１ 北信五岳 
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ど
も
田
植
や
刈
入
の
時
期
は
人
手
が
必
要
で
、
弥
太
郎
は
仙
六
を
背
負
っ
て
仕
事
を
手
伝
っ
て
い
ま

し
た
が
、
宿
場
の
本
陣
の
中
村
六
左
衛
門
が
子
供
に
教
育
を
し
て
い
た
た
め
、
勉
強
を
す
る
こ
と
は

で
き
ま
し
た
。
五
〇
歳
代
に
な
っ
て
、
そ
の
時
代
を
回
顧
し
た 

 
 
 

継
ツ
子
が 

手
習
を
す
る 

木
葉
哉 

と
い
う
俳
句
が
記
録
さ
れ
て
い
ま
す
。 

 

江
戸
に
奉
公
し
俳
句
に
目
覚
め
る 

  

し
か
し
、
祖
母
の
没
後
は
継
母
と
の
関
係
が
悪
化
し
て
い
く
一
方
で
あ
っ
た
た
め
、
弥
太
郎
が
一

五
歳
に
な
っ
た
一
七
七
七
年
、
父
親
は
江
戸
へ
奉
公
さ
せ
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。
継
母
と
別
々
に
生

活
す
れ
ば
関
係
が
修
復
す
る
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
父
親
の
思
惑
か
ら
と
想
像
さ
れ
ま
す
。
江
戸
で

の
生
活
の
詳
細
は
不
明
で
す
が
、
信
濃
の
田
舎
と
は
桁
違
い
の
巨
大
都
市
で
の
奉
公
は
大
変
に
過
酷

な
生
活
で
、
父
親
の
思
惑
と
は
反
対
に
継
母
へ
の
憎
悪
は
増
加
す
る
一
方
で
、
晩
年
の
文
集
に
も
気

持
を
記
載
し
て
い
ま
す
。 

  

こ
の
よ
う
な
苦
労
ば
か
り
の
生
活
か
ら
息
抜
き
の
た
め
に
見
出
し
た
の
が
俳
諧
で
し
た
。
弥
太
郎

が
下
総
国
馬
橋
（
現
在
の
千
葉
県
松
戸
市
）
に
あ
る
大
川
立
砂
が
主
人
で
あ
る
商
家
に
奉
公
し
て
い

た
と
き
、
そ
の
立
砂
が
俳
人
で
も
あ
っ
た
た
め
、
俳
諧
に
興
味
を
も
つ
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
そ
し

て
二
五
歳
に
な
っ
た
一
七
八
七
年
に
俳
諧
で
生
活
し
て
い
く
こ
と
を
決
意
し
、
当
時
、
江
戸
の
東
部

で
隆
盛
で
あ
っ
た
葛
飾
派
の
宗
匠
の
二
六
庵
竹
阿
の
弟
子
と
な
り
、
俳
号
も
菊
明
と
名
乗
る
よ
う
に

な
り
ま
す
。 

  

や
が
て
菊
明
は
句
会
の
進
行
を
す
る
執
筆
に
抜
擢
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
こ
の
役
目
は
俳
句

に
登
場
す
る
故
事
な
ど
の
知
識
が
あ
り
、
礼
儀
作
法
に
も
見
識
が
あ
る
人
物
が
担
当
す
る
の
で
す
が
、

そ
の
よ
う
な
能
力
が
あ
っ
た
と
推
察
さ
れ
ま
す
。
当
時
は
九
〇
年
前
の
芭
蕉
の
『
奥
の
細
道
』
の
行

脚
が
有
名
に
な
っ
て
お
り
、
多
数
の
俳
人
が
芭
蕉
の
足
跡
を
確
認
し
な
が
ら
東
北
か
ら
北
陸
を
旅
行

し
て
い
ま
し
た
。
菊
明
も
二
七
歳
の
一
七
八
九
年
に
東
北
地
方
を
行
脚
し
、
象
潟
、
松
島
、
恐
山
な

ど
の
名
所
を
訪
問
し
て
い
ま
す
。 

  

こ
の
旅
行
か
ら
二
年
が
経
過
し
た
一
七
九
一
年
に
菊
明
は
一
茶
を
名
乗
る
よ
う
に
な
っ
た
と
推

定
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
翌
年
三
月
、
父
親
の
病
気
を
理
由
に
一
旦
帰
郷
し
ま
す
。
江
戸
に
移
動
し
て

か
ら
一
五
年
が
経
過
し
、
二
九
歳
に
な
っ
て
い
ま
し
た
。
こ
こ
で
父
親
に
は
俳
人
を
職
業
と
し
て
生

活
し
、
そ
の
た
め
西
国
を
行
脚
す
る
計
画
が
あ
る
こ
と
を
説
明
し
江
戸
に
帰
還
し
ま
す
。
そ
し
て
翌

年
、
言
葉
の
よ
う
に
西
国
行
脚
に
出
発
し
ま
す
が
、
下
総
、
浦
賀
、
伊
東
、
遠
江
な
ど
の
友
人
を
訪

問
し
て
か
ら
京
都
を
目
指
し
ま
し
た
。 

  

京
都
で
は
父
親
に
依
頼
さ
れ
た
西
本
願
寺
へ
代
参
し
、
大
阪
、
河
内
を
経
由
し
て
四
国
に
渡
航
、

自
分
の
俳
句
の
師
匠
の
弟
子
が
生
活
し
て
い
る
讃
岐
観
音
寺
を
拠
点
と
し
、
四
国
の
各
地
を
巡
回
し
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て
か
ら
九
州
に
移
動
し
、
翌
年
の
一
七
九
三
年
に
九
州
各
地
を
旅
行
、
九
四
年
に
は
再
度
、
四
国
各

地
を
巡
回
し
、
出
発
し
て
か
ら
六
年
が
経
過
し
た
九
八
年
に
江
戸
へ
帰
還
し
ま
し
た
。
こ
れ
が
容
易

な
旅
行
で
は
な
か
っ
た
こ
と
は 

 
 
 

秋
の
夜
や 

旅
の
男
の 

針
仕
事 

と
い
う
俳
句
が
表
現
し
て
い
ま
す
。 

 

全
国
で
も
著
名
な
俳
人
と
な
る 

  

六
年
の
行
脚
か
ら
江
戸
へ
帰
還
し
た
翌
年
の
一
七
九
九
年
、
江
戸
で
世
話
に
な
っ
た
大
川
立
砂
が

急
死
し
て
し
ま
い
ま
す
。
そ
の
よ
う
な
時
期
に
今
度
は
柏
原
の
父
親
が
病
気
に
な
っ
た
と
い
う
情
報

が
あ
り
、
一
八
〇
一
年
三
月
に
帰
郷
し
ま
す
が
、
六
月
に
父
親
は
死
亡
し
て
し
ま
い
ま
す
。
そ
の
間

際
に
一
茶
と
仙
六
に
財
産
を
二
分
す
る
よ
う
に
伝
達
し
ま
す
が
、
仙
六
と
母
親
は
一
茶
が
不
在
の
二

四
年
間
に
石
高
を
三
倍
に
も
増
加
さ
せ
て
い
ま
し
た
か
ら
、
二
人
に
は
納
得
で
き
る
内
容
で
は
な
く
、

争
議
の
原
因
に
な
り
ま
し
た
。 

  

し
か
し
、
父
親
が
死
亡
し
た
時
期
に
は
、
江
戸
で
一
流
の
俳
人
に
な
り
た
い
と
い
う
野
心
が
あ
り
、

帰
郷
す
る
気
持
ち
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
実
際
、
一
茶
は
『
万
葉
集
』
『
古
今
和
歌
集
』
な
ど
の

歌
集
、
『
古
事
記
』
『
続
日
本
紀
』
な
ど
の
史
書
、
『
源
氏
物
語
』
『
土
佐
日
記
』
な
ど
の
文
学
、

さ
ら
に
は
中
国
の
『
詩
経
』
『
易
経
』
な
ど
の
古
典
を
熱
心
に
勉
強
す
る
と
と
も
に
、
優
秀
な
俳
人

と
の
交
流
を
句
作
に
反
映
さ
せ
、
「
一
茶
調
」
と
い
う
独
自
の
俳
風
を
創
造
し
て
い
き
ま
す
。
こ
の

勉
強
熱
心
は
生
涯
継
続
し
て
い
ま
す
。 

  

そ
の
結
果
、
一
茶
は
有
名
な
俳
人
に
な
っ
て
い
き
ま
す
。
江
戸
時
代
に
は
様
々
な
分
野
で
大
相
撲

番
付
表
の
よ
う
な
順
位
が
発
表
さ
れ
て
お
り
、
一
八
一
一
年
の
「
正
風
俳
諧
名
家
角
力
組
」
と
い
う

番
付
で
、
一
茶
は
江
戸
の
俳
人
と
し
て
東
方
の
前
頭
五
枚
目
に
記
載
さ
れ
て
い
ま
す
。
全
国
で
一
七

六
名
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
う
ち
の
東
方
の
八
位
で
す
か
ら
相
当
の
評
価
で
し
た
。
た
だ
し
、
上
位
の

俳
人
は
多
数
の
弟
子
も
い
て
生
活
に
苦
労
す
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
一
茶
は
そ
う
で
も
あ
り
ま

せ
ん
で
し
た
。 

  

そ
の
よ
う
な
経
済
事
情
と
次
第
に
進
行
す
る
老
化
の
影
響
で
一
茶
は
帰
郷
を
検
討
す
る
よ
う
に

な
り
ま
す
。
一
八
〇
七
年
に
父
親
の
七
回
忌
の
法
要
の
た
め
に
帰
郷
し
た
と
き
、
父
親
の
死
亡
の
間

際
の
遺
言
を
根
拠
に
継
母
や
仙
六
と
財
産
分
与
の
相
談
を
し
ま
す
が
、
三
〇
年
間
も
故
郷
を
留
守
に

し
た
ま
ま
、
母
子
が
苦
労
し
て
拡
大
し
て
き
た
財
産
の
分
与
と
い
う
要
求
は
故
郷
の
村
人
か
ら
も
非

難
さ
れ
ま
す
。 

 
 
 

人
誹
る 

会
が
立
つ
な
り 

冬
籠 

結
果
と
し
て
最
終
決
着
に
は
六
年
の
歳
月
が
必
要
で
し
た
。 
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財
産
が
分
与
さ
れ
て
も
農
業
で
生
活
を
維
持
す
る
に
は
高
齢
に
な
り
す
ぎ
て
い
る
た
め
、
一
茶
は

生
活
の
基
盤
と
な
る
俳
諧
結
社
を
設
立
し
、
師
匠
と
な
る
段
取
り
を
開
始
し
ま
す
。
そ
の
時
期
に
は
、

信
濃
で
も
俳
句
が
隆
盛
に
な
っ
て
お
り
、
す
で
に
何
社
か
が
存
在
し
て
い
ま
し
た
が
、
一
茶
は
各
地

の
俳
句
を
愛
好
す
る
人
々
と
出
会
い
一
茶
社
中
を
結
成
し
ま
す
。
前
述
の
番
付
で
も
想
像
で
き
る
よ

う
に
、
す
で
に
一
茶
は
日
本
を
代
表
す
る
俳
人
と
評
価
さ
れ
て
お
り
、
各
地
か
ら
人
々
が
訪
問
し
て

く
る
ほ
ど
繁
盛
し
ま
し
た
。 

 

柏
原
に
帰
郷
し
三
度
の
結
婚
を
す
る 

  

遺
産
相
続
問
題
も
解
決
し
、
俳
諧
結
社
も
順
調
に
進
展
し
た
こ
と
も
影
響
し
、
一
茶
は
五
二
歳
に

な
っ
た
一
八
一
四
年
に
野
尻
宿
の
有
力
な
農
家
の
菊
と
い
う
二
八
歳
の
女
性
と
結
婚
し
ま
す
。
三
男

一
女
が
誕
生
し
ま
す
が
、
す
べ
て
夭
折
し
て
し
ま
い
ま
す
。 

 
 
 

露
の
世
は 

露
の
世
な
が
ら 

さ
り
な
が
ら 

さ
ら
に
二
〇
年
に
は
本
人
も
雪
道
で
転
倒
し
て
中
風
と
な
り
、
歩
行
も
困
難
に
な
り
ま
す
し
、
菊
も

痛
風
と
な
っ
て
二
三
年
に
三
七
歳
で
死
亡
し
て
し
ま
い
ま
す
。
九
年
の
結
婚
生
活
で
し
た
。 

 
 
 

小
言
い
う 

相
手
も
あ
ら
ば 

け
ふ
の
月 

  

す
で
に
一
茶
は
六
〇
歳
に
な
っ
て
い
ま
し
た
が
再
婚
を
希
望
し
、
飯
山
藩
士
の
田
中
義
条
の
三
八

歳
の
娘
で
離
婚
し
て
出
戻
っ
て
い
た
雪
と
結
婚
し
ま
す
。
し
か
し
、
俳
人
と
し
て
有
名
に
な
っ
て
い

た
一
茶
は
北
信
一
帯
の
門
人
を
訪
問
し
て
自
宅
を
留
守
に
し
が
ち
で
あ
っ
た
た
め
、
数
ヶ
月
後
に
は

離
婚
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。 

 
 
 

淋
し
さ
に 

飯
を
く
ふ
也 

秋
の
風 

と
こ
ろ
が
、
あ
る
事
情
か
ら
三
度
目
の
結
婚
を
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
柏
原
の
旅
館
に
奉
公
し
て

い
た
「
や
を
」
と
い
う
女
性
に
私
生
児
が
誕
生
し
て
問
題
と
な
り
、
そ
の
解
決
と
し
て
身
寄
り
の
な

い
一
茶
と
結
婚
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
す
。 

 

図２ 一茶終焉の土蔵 
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伴
侶
と
跡
継
ぎ
が
で
き
た
六
五
歳
の
一
茶
に
も
平
穏
な
晩
年
が
到
来
し
た
よ
う
で
し
た
が
、
さ
ら

な
る
災
難
が
襲
来
し
ま
す
。
一
八
二
七
年
初
夏
に
柏
原
の
集
落
の
八
割
が
焼
滅
す
る
大
火
が
発
生
し

た
の
で
す
。
幸
運
に
も
一
茶
の
所
有
す
る
土
蔵
は
無
事
で
、
そ
こ
に
仮
住
ま
い
を
し
ま
す
（
図
２
）
。

中
風
で
歩
行
も
困
難
で
し
た
が
、
一
茶
は
各
地
の
門
人
を
訪
問
し
、
初
冬
に
柏
原
に
帰
還
し
ま
す
が
、

一
一
日
後
に
死
亡
し
ま
し
た
。
六
五
歳
で
し
た
。
遺
骨
は
宿
場
に
あ
る
菩
提
寺
の
明
専
寺
の
墓
地
に

埋
葬
さ
れ
ま
し
た
（
図
３
）
。 

 

 
  

急
死
で
あ
り
、
辞
世
の
俳
句
も
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
意
外
な
遺
産
が
あ
り
ま
し
た
。「
や
を
」

が
身
籠
っ
て
お
り
、
翌
年
四
月
に
女
児
「
や
た
」
が
誕
生
し
た
の
で
す
。
成
長
し
た
「
や
た
」
は
越

後
高
田
の
農
家
の
丸
山
卯
吉
を
入
婿
と
し
、
一
茶
が
念
願
し
た
一
家
の
存
続
は
達
成
さ
れ
ま
し
た
。

江
戸
の
三
大
俳
人
の
芭
蕉
は
生
涯
に
九
六
七
句
、
蕪
村
は
二
九
一
八
句
を
記
録
し
て
い
ま
す
が
、
一

茶
は
二
万
一
二
〇
〇
句
と
い
う
桁
違
い
の
句
数
を
記
録
し
て
い
ま
す
。
人
生
で
も
句
作
で
も
多
産
の

巨
匠
で
し
た
。 

  

 

つ
き
お 

よ
し
お 

１
９
４
２
年
名
古
屋
生
ま
れ
。
１
９
６
５
年
東
京
大
学
部
工
学
部
卒
業
。
工
学

博
士
。
名
古
屋
大
学
教
授
、
東
京
大
学
教
授
な
ど
を
経
て
東
京
大
学
名
誉
教
授
。
２
０
０
２
、
０
３

年
総
務
省
総
務
審
議
官
。
こ
れ
ま
で
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
・
グ
ラ
フ
ィ
ッ
ク
ス
、
人
工
知
能
、
仮
想
現
実
、

メ
デ
ィ
ア
政
策
な
ど
を
研
究
。
全
国
各
地
で
カ
ヌ
ー
と
ク
ロ
ス
カ
ン
ト
リ
ー
を
し
な
が
ら
、
知
床
半

島
塾
、
羊
蹄
山
麓
塾
、
釧
路
湿
原
塾
、
白
馬
仰
山
塾
、
宮
川
清
流
塾
、
瀬
戸
内
海
塾
な
ど
を
主
催
し
、

地
域
の
有
志
と
と
も
に
環
境
保
護
や
地
域
計
画
に
取
り
組
む
。
主
要
著
書
に
『
日
本 

百
年
の
転
換

図３ 小林家墓（名専寺） 
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戦
略
』
（
講
談
社
）
、
『
縮
小
文
明
の
展
望
』
（
東
京
大
学
出
版
会
）
、
『
地
球
共
生
』
（
講
談
社
）
、

『
地
球
の
救
い
方
』
、
『
水
の
話
』
（
遊
行
社
）
、
『
１
０
０
年
先
を
読
む
』
（
モ
ラ
ロ
ジ
ー
研
究

所
）
、
『
先
住
民
族
の
叡
智
』
（
遊
行
社
）
、
『
誰
も
言
わ
な
か
っ
た
！
本
当
は
怖
い
ビ
ッ
グ
デ
ー

タ
と
サ
イ
バ
ー
戦
争
の
カ
ラ
ク
リ
』
（
ア
ス
コ
ム
）
、
『
日
本
が
世
界
地
図
か
ら
消
滅
し
な
い
た
め

の
戦
略
』
（
致
知
出
版
社
）
、
『
幸
福
実
感
社
会
へ
の
転
進
』
（
モ
ラ
ロ
ジ
ー
研
究
所
）
、
『
転
換

日
本 

地
域
創
成
の
展
望
』
（
東
京
大
学
出
版
会
）
な
ど
。
最
新
刊
は
『
凛
凛
た
る
人
生
』
（
遊
行

社
）
。 


