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去
る
四
月
一
日
の
『
大
学
新
聞
』
に
逸
見
重
雄
氏
が
「
野
呂
栄
太
郎
の
追

憶
」
と
い
う
長
い
文
章
を
発
表
し
た
。
マ
ル
ク
ス
主
義
を
深
く
理
解
し
て
い

る
者
と
し
て
の
筆
致
で
、
野
呂
栄
太
郎
の
伝
記
が
細
か
に
書
か
れ
、
最
後
は

野
呂
栄
太
郎
が
ス
パ
イ
に
売
ら
れ
て
逮
捕
さ
れ
、
品
川
署
の
留
置
場
で
病
死

し
た
こ
と
が
語
ら
れ
て
い
る
。
「
昭
和
八
年
十
一
月
二
十
八
日
敵
の
摘
発
の

毒
牙
に
か
か
っ
て
遂
に
検
挙
さ
れ
」
当
時
既
に
肺
結
核
を
患
っ
て
い
た
野
呂

は
「
警
察
に
お
け
る
処
遇
に
抗
し
か
ね
て
僅
か
二
ヶ
月
に
足
ら
ず
し
て
品
川

署
で
最
後
の
呼
吸
を
ひ
き
と
っ
た
。
数
え
年
三
十
五
歳
で
あ
っ
た
。
」

　
当
時
私
の
友
達
が
偶
然
野
呂
さ
ん
の
い
た
警
察
の
留
置
場
に
入
れ
ら
れ
て

い
た
。
そ
の
ひ
と
は
看
護
婦
の
心
得
が
あ
っ
た
の
で
、
自
分
で
体
の
動
か
せ
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な
く
な
っ
た
野
呂
さ
ん
の
た
め
に
世
話
を
し
て
あ
げ
た
。

「
ど
こ
へ
か
運
ば
れ
て
ゆ
く
と
き
留
置
場
か
ら
自
動
車
ま
で
抱
い
て
行
っ
た

ん
で
す
。
女
の
わ
た
し
が
、
軽
々
と
抱
き
上
げ
る
ほ
ど
小
さ
く
な
っ
て
し
ま

っ
て
い
ら
し
た
の
よ
。
抱
き
上
げ
た
途
端
は
っ
と
し
て
、
涙
が
出
て
、
か
く

す
の
に
本
当
に
困
っ
た
の
」
そ
の
ひ
と
は
、
そ
う
話
し
た
。
「
自
分
も
病
気

だ
っ
た
け
れ
ど
、
わ
た
し
は
、
本
当
に
本
当
に
何
と
も
云
え
な
い
気
が
し
た
。

私
は
死
な
な
い
こ
と
丈
は
た
し
か
だ
っ
た
ん
で
す
も
の
」
こ
れ
を
話
し
た
人

は
、
お
そ
ら
く
一
生
こ
の
光
景
を
忘
れ
る
こ
と
は
な
い
だ
ろ
う
。

　
逸
見
氏
の
文
章
を
、
私
は
様
々
の
こ
と
を
思
い
な
が
ら
、
読
ん
だ
。
未
完

で
あ
っ
た
そ
の
「
追
憶
」
は
つ
づ
け
て
四
月
十
一
日
の
『
大
学
新
聞
』
に
の

っ
た
。
筆
者
は
た
っ
ぷ
り
、
い
い
気
持
に
、
一
種
調
子
の
高
い
ジ
ェ
ス
チ
ュ
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ア
を
も
加
え
て
文
章
を
進
め
て
い
る
の
で
あ
っ
た
。
「
マ
ル
ク
ス
主
義
は
論

壇
で
原
稿
稼
ぎ
に
使
わ
れ
る
よ
う
な
、
そ
ん
な
生
や
さ
し
い
も
の
で
は
な
い

の
で
あ
る
。
そ
の
理
論
の
命
ず
る
と
こ
ろ
は
必
ず
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
の
実

践
と
結
び
つ
く
。
」
「
こ
の
理
論
と
実
践
と
の
結
び
つ
き
を
、
身
を
以
て
野

呂
が
、
あ
の
健
康
を
も
っ
て
示
し
た
こ
と
は
、
今
後
の
マ
ル
ク
ス
主
義
者
に

多
く
の
範
を
示
す
も
の
で
あ
る
」
と
。

　
そ
れ
を
読
み
、
二
度
三
度
く
り
か
え
し
て
読
み
、
私
の
心
に
は
烈
し
く
動

く
も
の
が
あ
っ
た
。
こ
の
一
節
を
書
く
と
き
、
筆
者
逸
見
氏
は
、
自
分
の
う

ち
に
ど
ん
な
気
持
が
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
、
と
。

　
逸
見
重
雄
氏
は
、
野
呂
を
売
っ
て
警
視
庁
に
捕
え
さ
せ
た
ス
パ
イ
の
調
査

に
努
力
し
た
当
時
の
党
中
央
委
員
の
一
人
で
あ
っ
た
。
特
高
が
中
央
委
員
で
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あ
っ
た
大
泉
兼
蔵
そ
の
他
ど
っ
さ
り
の
ス
パ
イ
を
、
組
織
の
全
機
構
に
亙
っ

て
入
り
こ
ま
せ
、
様
々
の
破
廉
恥
的
な
摘
発
を
行
わ
せ
、
共
産
党
を
民
衆
の

前
に
悪
い
も
の
と
し
て
映
そ
う
と
し
て
来
た
こ
と
は
、
三
・
一
五
以
来
の
事

実
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
こ
れ
は
、
今
日
の
事
実
で
あ
り
、
明
日
の
事
実
で

あ
る
で
あ
ろ
う
。
現
に
新
聞
は
共
産
党
へ
の
弾
圧
を
挑
発
す
る
た
め
マ
元
帥

暗
殺
計
画
を
企
て
た
新
井
輝
成
と
い
う
男
の
記
事
を
発
表
し
て
い
る
。

　
当
時
の
中
央
委
員
た
ち
に
よ
っ
て
、
ス
パ
イ
と
し
て
調
べ
ら
れ
て
い
た
小

畑
達
夫
が
特
異
体
質
の
た
め
突
然
死
去
し
た
こ
と
は
、
警
視
庁
に
全
く
好
都

合
の
デ
マ
ゴ
ギ
ー
の
種
と
な
っ
た
。
共
産
党
員
は
、
永
い
抑
圧
の
歴
史
の
中

で
沢
山
の
誹
謗
に
耐
え
て
来
た
の
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
事
件
に
関
係
の
あ
っ

た
当
時
の
中
央
委
員
た
ち
は
、
人
間
と
し
て
最
も
耐
え
が
た
い
、
最
も
心
情
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を
傷
め
ら
れ
る
誹
謗
を
蒙
っ
た
。
人
殺
し
と
し
て
扱
わ
れ
、
惨
虐
者
と
し
て

描
き
出
さ
れ
、
法
律
は
、
法
の
無
力
を
証
明
し
て
支
配
者
の
都
合
に
応
じ
て

顎
で
使
わ
れ
、
虚
偽
の
根
拠
の
上
に
重
刑
を
課
し
た
。

　
私
は
、
一
人
の
妻
と
し
て
計
ら
ず
も
こ
の
事
件
の
公
判
の
傍
聴
者
で
あ
り

目
撃
者
で
あ
っ
た
。
一
九
四
〇
年
（
昭
和
十
五
年
）
春
ご
ろ
か
ら
非
転
向
の

人
た
ち
だ
け
の
統
一
公
判
が
は
じ
ま
っ
た
。
事
件
の
あ
っ
た
時
か
ら
足
か
け

八
年
目
で
あ
る
。

　
転
向
を
表
明
し
た
人
々
の
公
判
が
分
離
し
て
行
わ
れ
、
大
泉
兼
蔵
の
公
判

も
行
わ
れ
た
。
当
時
傍
聴
席
は
、
司
法
関
係
者
と
特
高
だ
け
で
占
め
ら
れ
て

い
た
。
家
族
と
し
て
傍
聴
す
る
者
さ
え
殆
ど
な
か
っ
た
。
た
ま
に
誰
か
来
る

と
、
特
高
は
威
脅
的
に
そ
の
人
に
い
ろ
い
ろ
訊
い
た
し
、
私
の
よ
う
に
関
係
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の
知
れ
切
っ
て
い
る
者
に
対
し
て
さ
え
、
今
日
こ
そ
無
事
に
は
帰
さ
な
い
ぞ

と
い
う
風
の
無
言
の
脅
迫
を
く
り
か
え
し
た
。

　
私
は
、
そ
の
事
件
に
つ
い
て
は
、
全
然
何
も
知
ら
ず
、
す
べ
て
を
新
し
い

駭おど
ろき
と
、
人
間
と
し
て
の
憤
り
と
を
も
っ
て
傍
聴
し
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
し

て
、
こ
の
駭
き
、
こ
の
憤
り
を
感
じ
て
こ
こ
に
か
け
て
い
る
一
人
の
小
さ
い

女
は
、
妻
で
は
あ
る
が
同
時
に
作
家
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
民
衆
の
歴

史
の
証
人
で
あ
る
責
任
を
も
感
じ
つ
つ
、
春
か
ら
夏
へ
と
、
傍
聴
を
つ
づ
け

た
。

　
分
離
の
公
判
で
、
は
じ
め
て
逸
見
重
雄
氏
を
見
た
。
そ
の
と
き
は
、
上
下

と
も
白
い
洋
服
で
瀟
洒
た
る
紳
士
で
あ
っ
た
。
仏
語
に
堪
能
で
、
海
軍
の
仏

印
侵
略
の
た
め
に
、
有
用
な
協
力
を
し
て
い
る
と
い
う
よ
う
な
地
位
も
そ
の
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と
き
知
っ
た
よ
う
に
思
う
。

「
野
呂
栄
太
郎
の
追
憶
」
の
終
り
に
か
か
れ
て
い
る
堂
々
の
発
言
を
見
て
、

私
の
心
が
激
し
く
つ
き
動
か
さ
れ
た
の
は
、
今
か
ら
七
年
前
の
暑
い
夏
、
埃

く
さ
い
公
判
廷
で
幾
日
も
見
た
光
景
が
、
ま
ざ
ま
ざ
と
、
甦
っ
て
来
た
か
ら

で
あ
る
。
一
個
の
マ
ル
ク
シ
ス
ト
で
あ
り
、
中
央
委
員
で
あ
っ
た
人
物
が
、

残
酷
な
悪
法
に
挫
か
れ
て
、
理
性
を
偽
り
、
こ
れ
か
ら
は
共
産
主
義
に
対
し

て
た
た
か
う
こ
と
を
生
涯
の
目
的
と
す
る
と
い
う
意
味
の
上
申
書
を
公
表
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
こ
と
は
悲
劇
で
あ
る
。
ど
ん
な
に
日
本
の
治
安
維

持
法
は
暴
虐
で
、
通
常
人
の
判
断
も
意
志
も
破
壊
す
る
も
の
で
あ
っ
た
か
を

語
っ
て
い
る
。
日
本
を
今
日
の
全
面
的
破
局
に
導
く
た
め
に
、
支
配
者
の
用

い
た
暴
力
は
、
そ
の
よ
う
に
人
間
ば
な
れ
の
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
野
呂
栄
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太
郎
は
、
そ
の
治
安
維
持
法
に
よ
っ
て
殺
さ
れ
、
そ
の
直
接
の
売
り
わ
た
し

手
の
査
問
を
担
当
し
た
事
件
の
裁
判
に
当
っ
て
、
自
身
も
ま
た
同
じ
悪
虐
な

法
律
の
し
め
な
わ
に
か
け
ら
れ
民
衆
に
対
す
る
責
任
と
義
務
と
信
頼
と
を
裏

切
る
仕
儀
に
陥
っ
た
。
追
憶
の
文
章
を
流
暢
に
書
き
す
す
め
る
と
き
、
逸
見

氏
の
胸
中
に
去
来
し
た
の
は
、
い
か
な
る
思
い
で
あ
っ
た
ろ
う
か
。

　
野
呂
を
尊
敬
し
、
後
進
す
る
人
間
的
な
社
会
理
念
に
と
っ
て
そ
の
生
き
か

た
こ
そ
一
つ
の
鼓
舞
で
あ
る
と
感
じ
る
こ
と
が
真
実
で
あ
る
な
ら
ば
、
逸
見

氏
は
、
ど
う
し
て
知
識
人
の
勇
気
を
も
っ
て
、
自
身
の
辛
苦
の
中
か
ら
、
野

呂
栄
太
郎
こ
そ
、
嘗
て
生
け
る
屍
と
な
っ
た
自
身
や
そ
の
他
の
幾
多
の
も
の

の
肉
体
を
超
え
て
、
今
日
生
き
つ
づ
け
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
語
ら
な
か
っ

た
の
で
あ
ろ
う
か
。
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そ
う
い
う
人
間
の
物
語
こ
そ
は
、
私
た
ち
を
励
し
、
筆
者
へ
の
理
解
を
正

し
く
し
、
真
に
若
い
世
代
を
ゆ
た
か
に
す
る
も
の
で
あ
る
。
逸
見
氏
は
あ
れ

ほ
ど
の
汚
辱
に
身
を
浸
し
な
が
ら
、
ど
う
し
て
今
こ
そ
、
自
身
の
そ
の
汚
辱

そ
の
も
の
を
と
お
し
て
、
復
讐
し
よ
う
と
欲
し
な
い
の
だ
ろ
う
。
悪
逆
な
法

律
は
、
人
間
を
生
け
る
屍
に
す
る
け
れ
ど
も
、
真
実
は
遂
に
死
せ
る
者
を
し

て
さ
え
も
叫
ば
し
め
る
と
い
う
真
理
を
何
故
示
そ
う
と
し
な
か
っ
た
の
で
あ

ろ
う
か
。
肉
体
に
お
い
て
殺
さ
れ
た
も
の
が
、
小
林
多
喜
二
に
し
ろ
、
野
呂

栄
太
郎
に
し
ろ
、
人
類
の
発
展
史
の
裡
に
決
し
て
死
す
る
こ
と
な
く
生
存
し

て
い
る
。
肉
体
に
お
い
て
は
生
存
し
て
い
て
も
、
歴
史
の
進
む
方
向
を
判
断

す
る
精
神
に
お
い
て
既
に
死
ん
で
い
る
者
が
、
死
し
て
死
な
ざ
る
生
命
に
甦

ら
さ
れ
て
今
日
物
を
云
う
と
い
う
場
合
、
死
者
に
甦
ら
さ
れ
た
生
者
と
し
て
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語
る
べ
き
唯
一
の
こ
と
は
、
真
実
あ
る
の
み
で
あ
る
。
信
義
あ
る
言
葉
の
み

が
語
る
べ
き
言
葉
で
あ
る
。

　
戦
時
中
、
日
本
の
青
春
は
、
根
柢
か
ら
ふ
み
に
じ
ら
れ
た
。
権
力
が
行
っ

た
す
べ
て
の
悪
業
の
う
ち
最
も
若
き
人
々
に
対
し
て
あ
や
ま
る
べ
き
点
は
、

若
い
人
間
の
宝
で
あ
る
そ
の
人
々
の
人
間
的
真
実
を
愚
弄
し
た
こ
と
で
あ
る
。

活
々
と
し
て
初
々
し
い
理
性
の
発
芽
を
、
い
き
な
り
霜
枯
れ
さ
せ
た
点
で
あ

る
。
今
日
、
聰
明
で
、
誠
実
な
若
い
世
代
は
、
自
身
の
世
代
が
蒙
っ
た
損
傷

を
と
り
か
え
そ
う
と
し
て
苦
闘
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
そ
の
努
力
の
一
つ
の
表
現
と
し
て
、
自
分
た
ち
の
新
聞
一
枚
も
出
そ
う
と

し
て
い
る
人
々
に
対
し
て
、
守
る
べ
き
信
義
と
い
う
も
の
は
厳
然
と
立
っ
て

い
る
。
そ
れ
は
歴
史
を
偽
ら
ぬ
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
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〔
一
九
四
六
年
七
月
〕

13



14信義について



青
空
文
庫
情
報

底
本
：
「
宮
本
百
合
子
全
集
　
第
十
六
巻
」
新
日
本
出
版
社

　
　
　1980
（
昭
和55

）
年6

月20

日
初
版
発
行

　
　
　1986

（
昭
和61

）
年3

月20

日
第4

刷
発
行

底
本
の
親
本
：
「
宮
本
百
合
子
全
集
　
第
十
二
巻
」
河
出
書
房

　
　
　1952

（
昭
和27
）
年1
月
発
行

初
出
：
「
東
京
大
学
新
聞
」

　
　
　1946

（
昭
和21

）
年7

月23
日
号

※
底
本
は
、
物
を
数
え
る
際
や
地
名
な
ど
に
用
い
る
「
ヶ
」
（
区
点
番
号5-

86

）
を
、
大
振
り
に
つ
く
っ
て
い
ま
す
。

15



入
力
：
柴
田
卓
治

校
正
：
磐
余
彦

2003

年9
月14

日
作
成

青
空
文
庫
作
成
フ
ァ
イ
ル
：

こ
の
フ
ァ
イ
ル
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
図
書
館
、
青
空
文
庫
（http://w

w

w
.aozora.gr.jp/

）
で
作
ら
れ
ま
し
た
。
入
力
、
校
正
、
制
作
に
あ
た
っ
た

の
は
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
皆
さ
ん
で
す
。

16信義について



信義について
宮本百合子

２０２０年　７月１３日　初版

奥　付

発行 青空文庫

URL http://www.aozora.gr.jp/
E-Mail info@aozora.gr.jp

作成 青空ヘルパー　　赤鬼@BFSU
URL http://aozora.xisang.top/
BiliBili https://space.bilibili.com/10060483

Special Thanks
　青空文庫　威沙　
　　　

青空文庫を全デバイスで楽しめる青空ヘルパー http://aohelp.club/
※この本の作成には文庫本作成ツール『威沙』を使用しています。

http://tokimi.sylphid.jp/


