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至
福
の
一
一
年

木
　
村
　
　
　
汎

ひ
ろ
し

　
　
　
一

〝
日
文
研
〞
で
の
丸
一
一
年
間
は
、
極
楽
だ
っ
た
。
早
（
？
）
朝
、
出
勤
す
る
と
、
コ
モ
ン
ル
ー
ム
の
お
嬢

さ
ん
方
が
笑
顔
で
研
究
室
の
鍵
と
伝
言
メ
モ
を
渡
し
て
く
れ
る
。
研
究
に
疲
れ
る
と
、
コ
ー
ヒ
ー
が
し
ゅ
ん

し
ゅ
ん
と
沸
い
て
い
る
コ
モ
ン
ル
ー
ム
へ
出
掛
け
る
。
世
界
中
か
ら
集
ま
っ
た
学
者
た
ち
と
談
笑
し
て
、
行
き

詰
っ
た
研
究
の
ヒ
ン
ト
を
得
る
な
ど
し
て
、
再
び
机
に
向
う
。
昼
食
は
所
内
付
属
の
「
赤
お
に
」
で
済
ま
し
、

研
究
室
の
ソ
フ
ァ
ー
で
二
〇
分
間
、
仮
寝
。
再
び
コ
ー
ヒ
ー
を
飲
ん
で
、
深
夜
ま
で
研
究
に
没
頭
す
る
。

研
究
費
は
潤
沢
で
、
外
国
人
学
者
の
招
聘
を
依
頼
す
る
国
際
電
話
な
ど
を
自
ら
の
研
究
室
に
居
な
が
ら
公
費

で
か
け
る
こ
と
す
ら
可
能
だ
っ
た
。
も
し
研
究
上
の
支
障
が
生
じ
る
な
ら
ば
、
管
理
部
へ
足
を
運
べ
ば
よ
い
。

彼
ら
事
務
方
の
人
間
は
、
我
儘
き
わ
ま
る
学
者
を
助
け
、
わ
が
国
の
日
本
研
究
の
水
準
を
上
げ
る
こ
と
が
、
ひ

い
て
は
国
際
学
術
交
流
に
資
す
る
道
で
あ
る
。
こ
う
確
信
し
て
や
ま
な
い
実
に
有
難
い
集
団
だ
か
ら
で
あ
る
。

な
か
で
も
、
私
が
と
り
わ
け
感
動
し
重
宝
し
た
の
は
、
図
書
館
（
正
確
に
は
、
情
報
管
理
施
設
）
の
文
献
資

料
取
り
寄
せ
サ
ー
ビ
ス
だ
っ
た
。
何
し
ろ
研
究
上
必
要
な
文
献
を
一
枚
の
メ
モ
に
記
し
、
係
の
人
に
手
渡
せ
ば

よ
い
か
ら
だ
っ
た
。
数
日
経
つ
か
経
た
な
い
う
ち
に
世
界
中
の
図
書
設
備
か
ら
探
し
出
さ
れ
た
当
の
資
料
が
、

時
に
は
現
物
で
、
さ
も
な
け
れ
ば
コ
ピ
ー
の
形
で
届
く
。
個
人
で
は
到
底
手
に
入
ら
な
い
資
料
や
情
報
が
日
文

研
の
名
声
、
信
用
、
相
互
サ
ー
ビ
ス
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
お
陰
で
、
ほ
と
ん
ど
瞬
時
に
無
料
で
入
手
可
能
に
な
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る
。
こ
れ
は
、
ま
る
で
奇
跡
だ
。

ち
な
み
に
定
年
退
職
後
の
私
が
右
に
記
し
た
ほ
と
ん
ど
全
て
の
便
宜
を
瞬
時
に
し
て
喪
っ
た
こ
と
は
、
改
め

て
つ
け
加
え
る
ま
で
も
な
い
だ
ろ
う
。
午
前
中
、
と
き
に
は
午
後
も
費
や
し
て
、
家
内

―
わ
が
家
で
は
「
専

務
」
と
呼
ぶ

―
と
の
二
人
か
ら
な
る
零
細
企
業
方
式
で
、
日
文
研
時
代
の
効
率
の
何
十
分
の
一
か
を
や
っ
と

こ
さ
こ
な
し
て
い
る
。

　
　
　
二

も
と
よ
り
、
私
は
歴
代
の
所
長
を
は
じ
め
常
勤
、
非
常
勤
、
客
員
教
官
の
同
僚
た
ち
か
ら
数
々
の
恩
恵
と
刺

激
を
受
け
た
。
今
回
は
、
紙
数
の
制
限
上
、
そ
の
う
ち
の
一
点
に
限
っ
て
以
下
、
記
す
こ
と
に
し
よ
う
。
そ
れ

は
、
論
文
の
書
き
方
に
注
意
す
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
で
あ
る
。

日
文
研
に
赴
任
し
て
ま
ず
気
づ
い
た
の
は
、
文
科
系
の
人
間
が
多
い
せ
い
か
、
所
員
た
ち
の
な
か
に
他
の
集

団
で
は
滅
多
に
見
つ
か
ら
な
い
文
章
道
の
達
人
が
揃
っ
て
い
る
こ
と
だ
っ
た
。
噂
に
よ
る
と
、「
表
現
能
力
が

劣
る
者
は
、
研
究
者
と
し
て
は
不
適
格
」。
こ
れ
が
、
梅
原
猛
初
代
所
長
に
よ
る
所
員
選
び
の
一
つ
の
基
準

だ
っ
た
と
い
う
。（
こ
れ
を
聞
い
て
、
政
治
学
担
当
の
私
の
任
命
が
、
他
の
一
四
人
の
教
授
に
比
べ
一
年
も
遅

れ
た
理
由
に
は
じ
め
て
納
得
が
い
っ
た
。）
た
し
か
に
、
梅
原
所
長
自
身
が
小
説
ま
で
物
さ
れ
る
名
文
家
な
の

で
あ
る
。
一
例
を
挙
げ
る
に
止
め
て
も
、
著
作
『
法
然
の
哀
し
み
』
の
ネ
ー
ミ
ン
グ
に
は
唸
ら
さ
れ
る
。

赴
任
後
の
私
が
ま
ず
参
っ
た
の
は
、
杉
本
秀
太
郎
教
授
の
文
章
。
書
き
出
し
の
一
行
を
読
ん
だ
だ
け
で
、
日

本
一
の
文
章
の
達
人
と
い
う
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
。
先
生
は
私
の
存
在
な
ど
全
く
意
に
と
め
ら
れ
な
か
っ
た

が
、
私
が
唯
一
ロ
シ
ア
語
を
読
む
同
僚
だ
と
い
う
こ
と
が
分
っ
た
あ
と
は
、
ロ
シ
ア
文
学
に
つ
い
て
ポ
ツ
ポ
ツ

と
話
し
相
手
に
な
っ
て
く
だ
さ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
チ
ェ
ホ
フ
の
短
篇
の
な
か
で
は
『
か
も
め
』
が
お
好
き
だ
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と
か
、
司
馬
遼
太
郎
の
作
品
で
は
『
ひ
と
び
と
の
跫あ

し
お
と音
』
が
一
番
よ
い
な
ど
と
語
っ
て
く
だ
さ
っ
た
。
慌
て
て

そ
れ
ら
の
作
品
を
読
み
直
し
て
は
み
た
も
の
の
、
所
詮
感
性
の
劣
る
私
に
は
先
生
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
今
ひ

と
つ
分
か
ら
な
か
っ
た
。

杉
本
先
生
が
〝
西
〞
の
名
文
家
ナ
ン
バ
ー
・
ワ
ン
な
ら
ば
、〝
東
〞
の
そ
れ
は
間
違
い
な
く
芳
賀
徹
先
生
だ

ろ
う
。
フ
ラ
ン
ス
文
学
を
専
攻
す
る
稀
代
の
名
文
家
、
二
人
が
、
同
時
期
に
日
文
研
に
在
籍
し
た
こ
と
は
、
ま

さ
に
奇
跡
と
し
か
評
し
よ
う
が
な
か
っ
た
。「
人
た
ら
し
の
名
人
」
梅
原
所
長
の
み
が
な
し
う
る
凄
腕
人
事
の

結
果
に
他
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
の
恩
恵
を
受
け
て
、
私
ご
と
き
非
文
学
的
人
間
で
す
ら
も
、
お
二
人
を
キ
ャ
ッ

プ
と
す
る
北
海
道
ア
イ
ヌ
探
訪
旅
行
へ
お
伴
で
き
る
機
会
な
ど
を
享
受
し
た
。
杉
本
氏
は
、
文
章
の
み
な
ら

ず
、
暇
さ
え
あ
れ
ば
ピ
ア
ノ
に
向
い
、
デ
ッ
サ
ン
帳
を
広
げ
る
多
才
多
趣
味
の
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
人
間
だ
っ
た
。

芳
賀
氏
も
負
け
て
い
な
い
。
蕉
村
に
た
い
す
る
氏
の
い
れ
込
み
と
業
績
は
、
氏
自
身
の
単
に
詩
歌
ば
か
り
で
な

く
、
絵
画
に
た
い
す
る
情
熱
と
造
詣
の
深
さ
を
物
語
っ
て
い
る
。
氏
の
名
人
芸
の
文
章
か
ら
は
単
に
ビ
ジ
ュ
ア

ル
な
映
像
の
み
な
ら
ず
、
馥
郁
た
る
香
り
ま
で
も
が
立
ち
昇
っ
て
く
る
の
だ
。

私
は
ご
く
短
期
間
、
日
文
研
研
究
主
幹
の
一
人
に
任
命
さ
れ
、
ど
う
し
て
も
二
、三
の
公
文
書
を
作
製
せ
ね

ば
な
ら
ぬ
羽
目
に
陥
っ
た
。
そ
の
と
き
、
私
の
文
書
に
真
赤
に
な
る
ま
で
朱
を
入
れ
た
の
は
、
石
井
紫
郎
教
授

だ
っ
た
。
先
生
は
、
日
本
法
制
史
の
第
一
人
者
で
あ
る
ば
か
り
か
、
東
大
副
学
長
を
勤
め
た
後
、
日
文
研
へ
赴

任
さ
れ
た
ば
か
り
で
あ
っ
た
。
東
大
法
学
部
出
身
の
高
級
官
僚
を
相
手
に
し
て
一
言
も
文
句
を
言
わ
せ
な
い
文

章
を
、
自
ら
ワ
ー
プ
ロ
を
打
っ
て
す
ら
す
ら
と
作
製
さ
れ
る
の
だ
か
ら
、
参
っ
た
。

日
文
研
で
唯
一
困
っ
た
の
は
、
自
分
の
メ
ー
ル
ボ
ッ
ク
ス
を
開
く
度
に
三
日
に
一
度
く
ら
い
の
割
合
で
、
た

ん
に
梅
原
、
河
合
隼
雄
、
山
折
哲
雄
ら
歴
代
所
長
ば
か
り
で
な
く
、
研
究
熱
心
な
所
員
の
出
版
物
が
献
本
さ
れ

て
い
る
の
を
見
出
さ
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
だ
っ
た
。
何
時
ま
で
経
っ
て
も
、
そ
の
よ
う
な
プ
レ
ゼ
ン
ト
に
た
い
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し
て
お
返
し
が
で
き
な
い
自
分
が
不
甲
斐
な
く
、
つ
く
づ
く
惨
め
に
思
え
る
か
ら
だ
っ
た
。
有
難
い
献
本
と
は

い
え
、
そ
れ
ら
全
て
に
目
を
通
し
て
い
て
は
、
自
分
自
身
の
研
究
や
執
筆
の
時
間
が
な
く
な
っ
て
し
ま
う
こ
と

も
憂
慮
さ
れ
た
。
そ
う
い
う
訳
で
、
在
職
中
、
井
波
律
子
氏
に
よ
る
旺
盛
な
中
国
文
学
研
究
を
充
分
に
フ
ォ

ロ
ー
し
損
な
っ
た
の
は
、
残
念
至
極
だ
っ
た
。
退
職
後
ボ
ツ
ボ
ツ
読
み
直
し
て
み
て
、
井
波
氏
も
ま
た
抜
群
の

文
章
力
の
持
ち
主
で
あ
る
こ
と
が
改
め
て
分
り
、
脱
帽
し
た
。

　
　
　
三

日
文
研
退
職
後
は
、
老
人
が
邪
魔
す
べ
き
で
は
な
い
と
心
に
銘
じ
、
一
、二
度
の
祝
賀
会
参
列
を
除
い
て
は

日
文
研
へ
足
を
向
け
た
こ
と
は
な
い
。
そ
れ
で
も
、
新
聞
紙
上
な
ど
で
日
文
研
の
発
展
を
興
味
深
く
見
守
っ
て

い
る
。
と
り
わ
け
、
現
教
職
員
の
方
々
の
活
躍
を
知
る
度
に
Ｏ
Ｂ
の
一
人
と
し
て
こ
の
う
え
な
い
喜
び
に
ひ

た
っ
て
い
る
。
文
章
と
い
う
点
に
限
っ
て
述
べ
る
と
、
最
近
例
え
ば
次
の
方
々
が
私
の
目
を
引
い
た
。

猪
木
武
徳
氏
。
父
君
は
、
京
都
大
学
名
誉
教
授
（
政
治
学
）
の
猪
木
正
道
氏
。
正
道
教
授
は
、
文
学
作
品
で

は
短
篇
小
説
よ
り
も
、
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
イ
、
ト
ー
マ
ス
・
マ
ン
な
ど
の
長
篇
小
説
を
好
ま
れ
た
。
武
徳
氏
も

父
親
譲
り
の
良
き
伝
統
を
引
継
い
で
お
ら
れ
、
読
み
込
む
対
象
が
古
今
東
西
の
巨
人
ぞ
ろ
い
で
あ
る
こ
と
に
は

改
め
て
驚
か
さ
れ
る
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
、
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
、
ト
ッ
ク
ビ
ル
、
福
沢
諭
吉
…
等
々
。
新
し
い

と
こ
ろ
で
は
、
誰
も
が
読
ん
だ
振
り
だ
け
で
済
ま
し
が
ち
な
ト
マ
・
ピ
ケ
テ
ィ
の
膨
大
な
書
物
を
原
典
で
じ
っ

く
り
丹
念
に
読
ん
で
お
ら
れ
る
。
こ
こ
ま
で
は
父
君
譲
り
で
あ
る
が
、
文
章
表
現
と
な
る
と
少
々
異
な
る
。
正

道
先
生
は
歯
切
れ
が
よ
く
明
快
で
、
戦
闘
的
で
さ
え
あ
る
文
章
を
書
き
、
読
者
を
惹
き
つ
け
た
。
と
こ
ろ
が
、

武
徳
氏
は
、
い
か
に
も
二
代
目
ら
し
く
、
お
っ
と
り
と
し
た
筆
使
い
で
、
悠
久
の
真
理
を
求
め
て
諄
々
と
説
か

れ
る
。
わ
れ
わ
れ
専
門
外
の
者
か
ら
見
て
誠
に
器
の
大
き
い
学
者
だ
と
敵
服
せ
ざ
る
を
え
な
い
。
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井
上
章
一
氏
は
、
未
だ
若
い
内
か
ら
〝
井
上
節
〞
と
し
か
他
に
評
し
え
よ
う
の
な
い
独
特
の
語
り
口
を
確
立

し
、
一
家
を
な
さ
れ
た
。
た
と
え
ば
近
年
の
『
京
都
ぎ
ら
い
』
に
も
、
そ
れ
が
現
れ
て
い
る
。
誰
か
ら
も
決
し

て
批
判
さ
れ
な
い
よ
う
に
前
も
っ
て
用
心
深
く
し
つ
こ
い
ま
で
に
四
方
八
方
に
防
衛
網
を
張
り
つ
つ
、
自
身
の

所
論
を
進
め
て
ゆ
く
。
そ
の
後
に
な
っ
て
、
結
局
、
自
説
以
外
の
正
論
が
世
の
中
に
あ
り
え
な
い
こ
と
を
、
慎

し
み
深
く
、
し
か
し
断
乎
と
し
て
主
張
さ
れ
る
。
こ
の
手
法
こ
そ
は
、
ま
さ
に
京
都
人
の
生
き
方
の
真
骨
頂
で

は
な
い
か
。
す
べ
て
の
読
者
が
気
づ
き
同
意
す
る
よ
う
に
、
井
上
氏
ほ
ど
京
都
を
愛
し
、
京
都
贔
屓
の
人
間
も

珍
ら
し
い
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
猪
木
武
徳
氏
と
同
様
、「
京
都
の
名
門
、
洛
星
高
校
」
で
フ
ラ
ン
ス
語
を
学

ん
だ
語
学
の
達
人
が
、
故
桑
原
武
夫
、
高
坂
正
堯
氏
な
ど
と
同
様
に
東
京
人
相
手
に
意
識
的
に
京
都
弁
を
し
ゃ

べ
り
つ
づ
け
る
筈
が
な
か
ろ
う
。

要
す
る
に
『
京
都
ぎ
ら
い
』
は
、
新
書
版
の
分
量
に
過
ぎ
な
い
も
の
の
、
会
田
雄
次
著
『
ア
ー
ロ
ン
収
容

所
』
と
並
び
た
つ
戦
後
日
本
の
画
期
的
出
版
物
で
あ
る
。
か
つ
て
マ
ル
ク
ス
は
、
階
級
の
差
別
さ
え
根
絶
す
れ

ば
、
人
類
全
員
が
幸
福
に
な
る
共
産
主
義
社
会
に
生
き
る
こ
と
が
可
能
に
な
る

―
こ
の
よ
う
な
ナ
イ
ー
ブ
き

わ
ま
る
性
善
説
に
も
と
づ
く
史
観
を
提
唱
し
、
事
実
に
よ
っ
て
見
事
に
裏
切
ら
れ
る
羽
目
に
な
っ
た
。
人
間
は

人
間
で
あ
る
限
り
、
自
分
と
は
異
質
な
存
在
を
発
明
し
創
り
出
し
、
彼
ら
に
た
い
す
る
差
別
意
識
に
よ
っ
て
己

の
優
越
感
を
エ
ン
ジ
ョ
イ
し
よ
う
と
す
る
。
こ
の
業ご
う

と
も
い
え
る
人
間
性
の
本
質
を
京
都
人
に
託
し
て
改
め
て

剔て
っ
け
つ抉
し
て
み
せ
た
点
で
、『
京
都
ぎ
ら
い
』
は
和
辻
哲
郎
『
風
土
』
以
来
の
快
挙
だ
ろ
う
。

梅
原
猛
初
代
所
長
は
、
故
園
田
英
弘
氏
を
伴
っ
て
上
京
し
、
文
部
省
の
屋
根
裏
に
住
み
込
む
ま
で
し
て
日
文

研
の
創
設
に
命
を
削
ら
れ
た
。
そ
の
よ
う
な
苦
労
は
、
実
り
の
秋
を
迎
え
つ
つ
あ
る
。
今
や
梅
原
先
生
は
微
か

な
、
だ
が
莞
爾
た
る
笑
み
を
浮
べ
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
に
違
い
な
い
。（

国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
名
誉
教
授
）


