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土屋 政夫 

 

を
見
て
、
仲
間
の
語
り
口
の
温
も

り
を
含
め
そ
の
現
実
の
場
を
共
有

出
来
た
あ
り
が
た
さ
に
気
付
か
さ

れ
ま
し
た
。 

私
は
「
パ
ン
の
み
に
て
生
き
る
に

あ
ら
ず
」
「
飢
え
た
者
に
文
学
は
必

要
か
」
こ
の
二
つ
の
テ
ー
ゼ
を
行
き

来
す
る
視
座
で
物
事
を
捉
え
ま

す
。
映
画
や
演
劇
、
音
楽
会
、
美

術
展
な
ど
は
お
腹
の
足
し
に
は
な

り
ま
せ
ん
が
、
飢
え
を
凌
ぐ
パ
ン
だ

け
で
は
生
き
て
い
る
実
感
が
伴
い
ま

せ
ん
。
人
と
の
繋
が
り
で
初
め
て
自

分
を
認
識
で
き
ま
す
。 

人
と
の
交
流
か
ら
個
々
の
感
性

や
情
緒
が
ぶ
つ
か
り
混
ざ
り
あ
う
こ

と
で
多
様
な
文
化
が
生
れ
、
共
通

の
関
心
事
を
持
つ
者
が
集
う
だ
け

で
も
視
野
が
広
が
り
ま
す
。
こ
の
融

合
が
各
人
の
セ
ン
ス
や
品
格
と
な

り
目
に
見
え
な
い
所
で
行
動
の
最

終
的
な
選
択
を
し
ま
す
。
感
性
は 

 

コ
ロ
ナ
禍
で
気
付
か
さ
れ
た
事

柄
が
様
々
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
ま
で

営
ん
で
き
た
日
常
の
行
為
の
中
に

は
不
要
不
急
な
ど
無
い
と
い
う
事

で
す
。 

寝
る
所
が
あ
り
、
食
べ
ら
れ
、
洋

服
を
着
て
歩
け
る
。
そ
れ
な
の
に
満

た
さ
れ
な
い
訳
は
、
ご
近
所
の
方
と

の
立
ち
話
や
友
人
と
気
軽
に
お
茶

飲
み
が
出
来
な
い
か
ら
で
す
。 

リ
モ
ー
ト
で
孫
と
話
せ
て
も
ネ
ッ

ト
で
展
覧
会
を
開
け
て
も
空
疎
感

が
拭
え
ま
せ
ん
。
鑑
賞
者
の
反
応

を
感
じ
な
が
ら
作
品
の
肌
ざ
わ
り 

 

重
要
な
根
幹
を
担
っ
て
い
ま
す
。 

先
の
見
通
し
が
立
な
い
こ
の
時
代
に

於
い
て
、
今
、
大
切
だ
と
思
う
事
を
し
っ

か
り
守
る
こ
と
が
将
来
の
展
望
に
な
る

と
考
え
ま
す
。
そ
の
一
つ
と
し
て
眼
前
に

あ
る
新
日
美
展
に
傾
注
す
る
こ
と
。
私

は
こ
れ
を
立
ち
位
置
と
し
て
生
き
て
い

く
よ
す
が
に
し
よ
う
と
思
い
ま
す
。 

 

会
員
の
皆
様
お
元
気
で
お
過
ご
し
で

し
ょ
う
か
。
今
迄
経
験
し
な
か
っ
た
気

を
遣
う
毎
日
に
な
り
、
神
経
が
疲
れ
き

っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。 

そ
の
様
な
折
り
、
美
術
年
鑑
社
の

「
漢
字
一
文
字
五
百
曼
陀
羅
」
の
企
画

を
知
り
、
仏
教
曼
陀
羅
図
を
模
し
た
物

か
と
思
い
参
加
い
た
し
ま
し
た
。 

今
の
世
の
中
、
自
分
が
ど
の
よ
う
な

気
持
ち
で
い
る
か
一
文
字
で
表
し
、
そ

の
思
い
付
い
た
字
の
訳
を
書
く
と
言
う

も
の
で
し
た
。 

自
分
で
は
多
分
同
じ
様
な
文
字
を

考
え
る
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
い
ま
し

た
が
、
五
一
〇
数
名
の
日
本
画
家
、
洋

画
家
、
書
家
、
陶
芸
家
、
そ
の
他
参
加

が
あ
り
、
全
部
と
言
っ
て
も
良
い
程
同

じ
字
を
書
く
人
が
無
く
、
大
変
驚
く
と

共
に
、
同
時
に
字
を
並
べ
る
だ
け
で
書
い 

 

た
人
の
内
面
が
わ
か
る
様
な
気
が
し

て
、
お
も
し
ろ
い
企
画
で
し
た
。 

私
も
そ
の
為
に
、
久
し
ぶ
り
に
毛
筆

を
使
っ
て
字
を
書
き
、
出
来
る
迄
何
か

と
心
が
楽
し
い
日
を
過
ご
せ
、
お
も
し

ろ
い
企
画
で
し
た
。 

昨
年
は
本
展
が
始
ま
っ
て
初
め
て
の

中
止
と
な
り
ま
し
た
が
、
コ
ロ
ナ
に
は
勝

て
ま
せ
ん
。
今
は
少
し
で
も
良
い
状
態

に
な
り
展
示
出
来
な
い
か
と
自
粛
の

中
、
昨
年
描
い
た
八
〇
号
の
作
品
を
眺

め
た
り
、
本
を
読
ん
だ
り
、
短
歌
を
か

じ
っ
て
見
た
り
、
出
歩
け
な
い
月
日
が

早
く
過
ぎ
去
る
様
願
っ
て
い
ま
す
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
「漢字一文字五百曼陀羅」の一例 
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