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大
野
晋
先
生
追
慕

|
あ
つ
い
学
恩
を
感
謝
し
て

永

江

秀

雄

著
名
な
国
語
学
者
、
大
野
晋
(
す
す
む
)
博
士
が

逝
去
さ
れ
た
。
そ
の
翌
日
、
七
月
十
五
日
の
新
聞
紙

上
で
、
私
は
こ
の
こ
と
を
拝
承
し
た
。
多
年
に
わ
た

り
、
懇
切
な
御
教
導
と
御
愛
顧
を
賜
っ
た
学
恩
を
思

い
、
衷
心
よ
り
御
冥
福
を
お
祈
り
申
し
上
げ
て
い
る
。

大
野
先
生
の
多
数
の
御
著
書
の
う
ち
、
私
も
昭
和

三
十
二
年
(
第
三
一
刷
)
発
行
の
『
上
代
仮
名
遣
の
研

究
」
を
始
め
、
幾
冊
を
も
購
読
学
習
さ
せ
て
頂
い
て

き
た
が
、
私
が
大
野
先
生
に
直
接
お
会
い
で
き
た
の

は
、
昭
和
四
十
四
年
十
月
、
福
井
大
学
で
開
催
さ
れ

た
国
語
学
会
(
秋
季
大
会
)
で
の
、
ひ
と
と
き
で
あ

っ
た
。
全
国
か
ら
多
く
の
国
語
学
者
、
研
究
者
が
参

集
さ
れ
、
い
ろ
い
ろ
な
発
表
も
あ
っ
た
が
、
私
は
こ

の
時
、
大
野
先
生
に
お
目
に
か
か
れ
た
こ
と
、
私
の

名
刺
を
お
渡
し
申
し
上
げ
た
ら
、
丁
寧
に
御
覧
く
だ

さ
っ
た
こ
と
、
そ
し
て
特
に
地
名
(
郡
名
)
の
「
遠

敷
」
に
注
目
さ
れ
た
こ
と
を
、
今
も
は
っ
き
り
と
記

憶
し
て
い
る
。

所
で
、
直
接
に
拝
眉
の
栄
を
得
た
の
は
、
こ
の
時

の
一
回
切
り
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
前
後
を
通
じ
て
私

が
大
野
先
生
か
ら
御
教
一
不
を
賜
っ
た
こ
と
は
、
国
語

学
全
般
的
な
問
題
よ
り
も
、
私
が
現
在
ま
で
約
六
十

年
間
に
わ
た
り
、
探
究
を
続
け
て
き
た
若
狭
の
地
名

の
語
原
解
釈
に
関
連
す
る
事

柄
で
あ
っ
た
。
こ
の
「
遠
敷
」
(
古
代
の
発
音
を
示
す

歴
史
的
仮
名
づ
か
い
で
は
「
を
に
ふ
」
)
と
は
、
朝
鮮

語
(
韓
国
語
)
で
あ
る
と
か
、
ア
イ
ヌ
語
で
あ
る
等

と
言
わ
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
し
か
し
、
紙
面
の
都
合

で
こ
こ
に
詳
述
は
避
け
る
が
、
端
的
に
結
論
を
い
う

と
こ
れ
は
、
本
来
は
「
小
丹
生
」
(
を
に
ふ
)
と
い
う

純
然
た
る
日
本
語
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
こ
の
場
合
「
丹

生
」
(
に
ゅ
う
)
と
は
何
か
に
つ
い
て
異
説
も
あ
る
が
、

江
戸
時
代
後
期
の
若
狭
小
浜
の
国
学
者
伴
信
友
も
卓

見
を
述
べ
て
お
り
(
「
若
狭
旧
事
考
』
)
、
歴
史
学
者
松

田
寿
男
博
士
、
鉱
床
学
者
矢
嶋
澄
策
博
士
の
綿
密
な

研
究
発
表
(
大
著
『
丹
生
の
研
究
』
な
ど
)
に
あ
る

通
り
、
こ
れ
は
「
丹
」
す
な
わ
ち
「
朱
」
(
辰
砂
、
主

成
分
は
硫
化
水
銀
)
の
産
地
を
表
わ
す
言
葉
で
あ
る
。

松
田
博
士
、
矢
嶋
博
士
に
直
接
師
事
し
、
「
遠
敷
」

か
ら
更
に
全
国
的
な
「
丹
生
」
の
研
究
に
進
ん
だ
私

は
、
そ
の
結
果
を
幾
つ
も
の
論
稿
と
し
て
発
表
し
て

「
遠
敷
」
(
お
に
?
っ
)

来
た
が
、
こ
の
小
論
を
大
野
先
生
に
も
度
々
お
送
り

申
し
上
げ
て
、
御
高
覧
と
御
叱
正
を
仰
い
だ
。
大
野

先
生
は
極
め
て
御
多
忙
な
お
方
で
あ
る
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
そ
の
都
度
、
た
と
え
遅
れ
る
こ
と
が
あ
っ
て

も
必
ず
御
返
書
を
賜
っ
た
。

あ
る
時
、
先
生
が
ハ
ガ
キ
一
杯
に
ぎ
っ
し
り
と
御

意
見
を
書
い
て
お
送
り
下
さ
っ
た
御
返
書
が
、
郵
便

配
達
の
時
に
雨
に
ぬ
れ
た
ら
し
く
、
所
々
に
読
め
な

い
文
字
が
で
き
て
し
ま
っ
た
。
一
言
一
句
の
み
な
ら

ず
、
一
点
一
画
も
ゆ
る
が
せ
に
で
き
な
い
内
容
な
の

で
、
私
は
困
惑
し
た
。
そ
こ
で
職
場
で
熟
練
の
女
性

に
ワ
ー
プ
ロ
を
打
っ
て
も
ら
い
、
読
め
な
い
所
は
空

白
の
括
弧
書
き
と
し
て
も
ら
っ
た
。
ち
ょ
う
ど
ク
イ

ズ
の
よ
う
な
文
面
を
、
私
は
意
を
決
し
て
「
恐
れ
な

が
ら
」
と
大
野
先
生
に
お
送
り
し
、
そ
の
空
白
を
埋

め
て
頂
く
よ
う
に
お
願
い
申
し
上
げ
た
。
所
が
、
先

生
か
ら
折
り
返
し
、
新
し
い
ハ
ガ
キ
に
元
通
り
の
文

章
を
書
き
、
し
か
も
、
今
度
は
そ
れ
を
封
筒
に
入
れ

て
お
送
り
下
さ
っ
た
の
で
あ
る
。
私
は
大
野
先
生
か

ら
数
々
の
御
高
配
を
賜
っ
た
が
、
ま
さ
に
厚
い
(
熱

い
)
学
恩
を
想
う
時
、
今
も
感
涙
を
禁
じ
得
な
い
。

若
狭
の
「
遠
敷
」
か
ら
出
発
し
た
私
の
研
究
は
、

恩
師
の
歴
史
学
者
松
田
寿
男
博
士
に
導
か
れ
て
、
更
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に
「
丹
生
」
か
ら
「
真
金
」

へ
と
進
展
し
た
。
こ
れ

は
『
万
葉
集
』
巻
十
四
(
東
歌
・
あ
ず
ま
う
た
)
に
、

「
真
金
(
ま
か
ね
)
吹
く
丹
生
の
真
朱
(
ま
そ
ほ
)
」

と
い
う
言
葉
が
出
て
い
る
が
、
こ
の
真
朱
と
は
丹
生

で
採
取
さ
れ
る
朱
(
硫
化
水
銀
)
の
こ
と
で
あ
り
、

こ
の
水
銀
を
用
い
て
、
い
わ
ゆ
る
ア
マ
ル
ガ
ム
法
に

よ
り
「
真
金
」
を
精
錬
す
る
こ
と
で
あ
る
と
い
う
の

が
、
松
田
博
士
の
見
解
で
あ
る
。
私
も
師
説
を
信
奉

し
て
い
る
し
、
現
在
で
は
広
く
こ
の
こ
と
が
認
め
ら

れ
て
い
る
。
所
が
、
こ
の
「
真
金
」
と
い
う
言
葉
が
、

長
年
(
私
の
調
べ
た
結
果
で
は
九
百
年
ば
か
り
前
か

ら
)
、
「
鉄
」
で
あ
る
と
解
釈
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る

が
、
松
田
博
士
は
、
こ
れ
を
明
確
に
「
金
」
(
黄
金
、

向
。

E
)
と
断
定
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
私
も

国
語
あ
る
い
は
漢
語
の
研
究
か
ら
、
こ
れ
が
鉄
で
は

な
く
、

「
黄
金
」
で
あ
る
こ
と
を
証
明
で
き
た
。
私

は
こ
の
概
要
を
平
成
四
年
、
日
本
地
名
研
究
所
に
お

け
る
全
園
地
名
研
究
者
大
会
の
パ
ネ
ル
討
論
で
発
表

し
、
更
に
平
成
六
年
の
日
本
地
名
研
究
所
紀
要
「
地

名
と
風
土
」
第
一
号
に
、
府
地
名
「
丹
生
」
と
歌
語

「
真
金
ヤ
と
題
し
、
詳
述
発
表
し
た
。
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私
は
右
の
論
考
の
中
で
、
最
近
の
国
語
辞
書
や
古

語
辞
典
に
、
「
ま
が
ね
」
(
最
初
は
「
ま
か
ね
」
)
を

永
江

大
野
晋
先
生
追
慕

「
鉄
」
と
説
い
て
い
る
も
の
が
あ
る
が
、
誤
り
で
あ

る
旨
も
述
べ
て
お
い
た
。
実
は
大
野
先
生
た
ち
が
昭

和
四
十
九
年
に
編
纂
発
行
さ
れ
た
有
名
な
『
岩
波
古

語
辞
典
』
に
も
、
真
金
を
鉄
と
す
る
解
釈
が
古
い
用

例
を
も
、
挙
げ
て
掲
げ
ら
れ
て
い
る
。
私
は
そ
の
辞
典

を
批
判
す
る
つ
も
り
な
ど
全
く
な
か
っ
た
が
、
い
つ

も
の
通
り
大
野
先
生
に
拙
論
の
御
高
覧
を
お
願
い
申

し
上
げ
た
。
す
る
と
、
日
な
ら
ず
し
て
先
生
か
ら
御

返
書
を
頂
い
た
。
そ
こ
に
は
思
い
も
か
け
ず
「
真
金
」

に
つ
い
て
、
「
こ
れ
か
ら
は
、
あ
な
た
の
発
表
さ
れ

た
こ
と
が
定
説
と
な
る
で
し
ょ
う
」
と
明
記
さ
れ
て

あ
っ
た
。

大
野
晋
先
生
は
、
タ
ミ
ル
語
の
研
究
で
も
感
得
さ

れ
る
通
り
、
御
自
分
の
研
究
・
信
条
を
決
し
て
軽
々

に
撤
回
変
更
さ
れ
る
よ
う
な
学
者
で
は
な
い
。
こ
の

御
返
書
を
賜
っ
て
私
の
方
が
、
よ
ほ
ど
神
妙
な
気
持

ち
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
ま
た
、
私
が
今
こ
の
よ
う

な
発
表
を
す
る
の
も
、
断
じ
て
自
慢
話
な
ど
す
る
た

め
で
は
な
い
。
昨
年
二
月
二
十
四
日
の
福
井
新
聞
に
、

そ
の
著
書
『
日
本
語
の
起
源
』
か
ら
印
年
と
題
し
て
、

大
野
先
生
の
言
葉
が
詳
し
く
紹
介
さ
れ
て
い
る
が
、

そ
の
中
に
「
自
分
の
仕
事
を
か
え
り
み
て
、
そ
こ
が

し
っ
か
り
し
て
い
れ
ば
、
ぶ
っ
た
た
か
れ
で
も
大
丈

夫
。
人
が
正
し
け
れ
ば
、
僕
は
誤
り
を
認
め
、
真
実

に
賛
成
す
る
」
と
あ
る
。
全
く
そ
の
通
り
の
先
生
な

ん
だ
と
感
に
堪
え
ず
、
大
野
先
生
の
尊
い
真
姿
を
皆

さ
ま
に
も
知
っ
て
頂
き
た
く
、
そ
の
一
事
例
を
紹
介

さ
せ
て
頂
い
た
次
第
で
あ
る
。
ま
た
、
そ
の
後
に
、

大
野
先
生
か
ら
直
接
の
お
電
話
を
頂
き
、
「
永
江
さ

ん
、
あ
な
た
の
論
考
は
、
大
事
な
こ
と
が
、
と
て
も

わ
か
り
や
す
く
書
い
て
あ
り
ま
す
。
な
か
な
か
、
こ

う
は
書
け
な
い
も
の
で
す
」
と
の
お
言
葉
を
賜
り
、

長
年
の
研
究
が
決
し
て
無
駄
で
な
か
っ
た
こ
と
を
喜

ん
だ
私
で
あ
る
。

な
お
、
私
は
著
名
な
国
文
学
者
で
、
学
習
院
大
学

教
授
と
も
な
ら
れ
た
小
高
敏
郎
先
生
に
、
特
に
若
狭

武
田
氏
の
文
芸
に
関
連
す
る
事
柄
を
中
心
に
、
長
年

に
わ
た
り
親
し
く
ご
指
導
を
賜
っ
た
。
若
狭
に
お
迎

え
し
た
小
高
先
生
か
ら
、
私
の
お
尋
ね
に
対
し
、
先

生
の
先
輩
に
当
た
ら
れ
る
学
習
院
大
学
教
授
の
大
野

晋
先
生
が
、
そ
の
当
時
、
皇
太
子
殿
下
に
御
講
義
を

さ
れ
て
い
る
こ
と
、
小
高
先
生
は
義
宮
様
に
御
講
義

さ
れ
て
い
る
旨
を
お
答
え
下
さ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、

大
野
先
生
は
今
上
陛
下
(
現
在
の
天
皇
陛
下
)
の
先

生
で
あ
り
、
小
高
先
生
は
現
在
の
常
陸
宮
殿
下
の
先

生
で
あ
っ
た
。
貴
い
御
身
分
に
一
切
か
か
わ
り
な
く
、
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こ
の
回
夫
野
人
に
対
し
終
始
ね
ん
ご
ろ
な
御
高
導
を

賜
っ
た
、
今
は
亡
き
両
先
生
の
学
恩
を
、
私
は
い
つ

も
、
い
つ
ま
で
も
決
し
て
忘
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

(
福
井
県
郷
土
誌
懇
談
会
理
事
)

二
O
O
八
・
七
・
三
一
稿

(
付
記
)

こ
の
拙
稿
は
、
平
成
二
十
年
七
月
、
大
野
晋
先
生

の
御
逝
去
を
新
聞
報
道
で
拝
承
し
執
筆
。
寄
稿
を
依

頼
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
某
紙
へ
投
稿
し
た
が
、
「
長

過
ぎ
る
」
と
言
っ
て
即
座
に
返
却
さ
れ
た
(
理
解
が

得
ら
れ
な
か
っ
た
)
。
そ
の
後
、
発
表
の
機
会
を
待
望

し
て
い
た
が
、
こ
の
た
び
本
誌
に
御
収
載
し
て
頂
け

る
こ
と
と
な
り
、
深
く
感
謝
申
し
上
げ
て
い
る
。

¥ 
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