
 

 

「
文
化
の
戦
士
」
と
い
う
生
き
方

‐
『
言
葉
に
さ
さ
え
ら
れ
て
』（
廣
木
寧

著
）
を
読
ん
で 
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廣
木
さ
ん
の
文
章
は
不
思
議
だ
と
い
つ
も

感
じ
る
。
あ
る
文
学
者
の
文
章
を
引
用
し
て

評
論
を
し
、そ
し
て
次
の
文
章
を
引
用
す
る
。

こ
れ
が
引
っ
掛
か
り
な
く
流
れ
て
い
く
為
、

そ
の
文
学
者
の
生
き
方
、
考
え
方
を
彼
ら
の

文
章
を
通
じ
て
理
解
し
た
気
分
に
な
る
。
評

論
と
は
こ
う
い
う
も
の
な
の
だ
ろ
う
か
。
廣

木
さ
ん
と
二
人
三
脚
で
文
学
者
の
内
面
に
迫

っ
て
い
く
よ
う
に
読
み
進
め
ら
れ
る
。
こ
れ

が
私
に
は
不
思
議
な
感
覚
な
の
で
あ
る
。「
他

人
の
言
葉
を
利
用
し
て
自
分
の
意
見
を
言
う

こ
と
は
よ
く
な
い
こ
と
だ
」
と
廣
木
さ
ん
が

以
前
ど
こ
か
で
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
た
言
葉
を

私
は
ふ
と
思
い
出
し
た
。
廣
木
さ
ん
の
文
章

は
他
人
の
言
葉
を
そ
の
思
い
の
ま
ま
に
伝
え

る
こ
と
を
徹
底
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。 

今
回『
言
葉
に
さ
さ
え
ら
れ
て
』を
読
み
、

ま
ず
率
直
に
感
じ
た
の
は
、
夏
目
漱
石
、
森

鷗
外
、
小
林
秀
雄
、
江
藤
淳
と
い
う
文
学
者

た
ち
に
つ
い
て
、
自
分
は
彼
ら
の
「
作
品
」

を
知
っ
て
い
る
が
、
彼
ら
の
「
生
き
方
」
に

つ
い
て
は
知
ら
な
か
っ
た
。
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
そ
の
思
い
に
到
っ
た
本
の
中
の
い
く

つ
か
の
文
章
を
簡
単
に
ご
紹
介
し
た
い
。 

夏
目
漱
石
は
生
ま
れ
て
す
ぐ
に
養
子
に
出

さ
れ
た
。
漱
石
七
歳
（
数
え
八
歳
）
の
頃
、

養
夫
婦
は
養
父
の
浮
気
が
原
因
で
仲
が
不
和

と
な
り
、
始
め
は
養
母
と
二
人
で
暮
ら
し
、

後
に
養
父
に
引
き
取
ら
れ
る
。
た
だ
、
そ
の

家
に
は
養
父
の
浮
気
相
手
と
そ
の
娘
も
同
居

し
て
い
た
。養
夫
婦
の
離
婚
が
成
立
し
た
後
、

漱
石
は
も
う
一
度
実
家
に
引
き
取
ら
れ
る
こ

と
と
な
っ
た
。
し
か
し
、
漱
石
は
実
の
父
母

を
祖
父
母
と
教
え
込
ま
れ
信
じ
て
い
た
の
で

あ
る
。「
本
を
読
む
と
は
、
正
し
く
生
き
る
こ

と
を
学
ぶ
渾
身
の
行
為
で
あ
っ
た
」
と
作
品

中
に
あ
る
よ
う
に
、
大
人
達
の
間
を
転
々
と

過
ご
し
た
漱
石
に
と
っ
て
、
大
人
達
へ
の
不

信
か
ら
脱
す
る
一
筋
の
光
が
渾
身
の
読
書
で

あ
っ
た
。
そ
し
て
こ
れ
が
漱
石
の
文
学
の
基

礎
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
大
人
に
な

っ
た
漱
石
は
精
神
界
や
文
化
な
ど
あ
ら
ゆ
る

こ
と
が
西
洋
流
に
な
る
明
治
の
時
代
に
生
き

る
中
で
、「
平
和
の
戦
争
」
で
日
本
の
独
立
を

果
た
そ
う
と
し
た
。「
平
和
の
戦
争
」
と
は
文

学
で
あ
る
。
漱
石
は
「
文
化
の
戦
士
」
だ
っ

た
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
を
私
は
恥
ず

か
し
な
が
ら
初
め
て
知
っ
た
。
夏
目
漱
石
と

い
う
名
前
は
知
っ
て
い
て
も
、
一
人
の
人
間

と
し
て
知
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。 

小
林
秀
雄
、
江
藤
淳
も
敗
戦
後
の
日
本
で

言
葉
に
向
き
合
い
戦
っ
た
人
物
で
あ
る
。
作

品
中
の
あ
る
場
面
が
私
に
は
非
常
に
印
象
的

だ
っ
た
の
で
紹
介
し
た
い
。
小
林
秀
雄
が
亡

く
な
り
、
そ
の
通
夜
の
帰
り
道
に
江
藤
淳
は

通
夜
の
参
列
者
が
心
な
し
か
少
な
い
と
感
じ

て
い
た
。
そ
れ
は
な
ぜ
か
。
小
林
秀
雄
の
人

生
が
「
い
つ
も
絶
対
的
少
数
派
で
あ
っ
た
こ

と
」
と
関
係
し
て
い
る
と
江
藤
淳
は
悟
り
、

涙
を
流
す
の
で
あ
っ
た
。
戦
後
、
大
き
く
変

節
す
る
日
本
の
中
で
、
小
林
秀
雄
は
文
章
を

書
く
と
い
う
こ
と
で
「
戦
い
」
続
け
て
い
た

の
で
あ
る
。
何
と
戦
い
続
け
た
の
か
。
そ
れ

は
敗
戦
後
の
日
本
で
反
省
を
強
い
る
人
た
ち

と
の
戦
い
で
あ
る
。
敗
戦
と
共
に
過
去
を
断

罪
す
る
側
に
ま
わ
っ
た
多
数
派
と
の
戦
い
で

あ
る
。
小
林
を
想
い
流
し
た
江
藤
淳
の
涙
か

ら
、
私
は
小
林
秀
雄
や
江
藤
淳
が
少
数
派
と

し
て
戦
っ
て
き
た
と
い
う
こ
と
を
は
っ
き
り

と
認
識
し
た
。 

小
林
秀
雄
の
人
生
に
対
し
て
涙
を
流
し
た

江
藤
淳
は
晩
年
に
脳
梗
塞
と
な
り
、
か
つ
て

の
よ
う
に
文
章
が
書
け
な
く
な
っ
た
。
そ
し

て
江
藤
淳
は
自
死
と
い
う
道
を
選
択
し
た
。

「
江
藤
淳
の
主
戦
場
は
文
学
の
世
界
で
あ 

る
。
そ
こ
で
従
前
の
高
さ
の
仕
事
は
で
き
ぬ

と
江
藤
は
『
処
決
』
し
、『
形
骸
を
断
』
じ
た

の
で
あ
る
。」と
廣
木
さ
ん
は
表
現
さ
れ
て
い

る
が
、
江
藤
淳
に
と
っ
て
文
学
と
は
戦
い
の

場
だ
っ
た
こ
と
は
、
こ
の
場
面
か
ら
も
感
じ

ら
れ
る
。 

ど
う
も
私
は
文
学
を
勘
違
い
し
て
い
た
。

文
学
と
は
芸
術
に
分
類
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、

エ
ン
タ
ー
テ
イ
メ
ン
ト
に
近
い
も
の
と
思
っ

て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、『
言
葉

に
さ
さ
え
ら
れ
て
』
を
読
み
、
そ
の
考
え
は

一
蹴
さ
れ
た
。「
文
章
」
や
「
言
葉
」
と
は
作

品
中
の
言
葉
で
い
う
「
人
々
の
思
惑
で
は
ど

う
に
も
な
ら
ぬ
独
立
の
生
を
営
ん
で
い
る
も

の
」
で
あ
り
、「
言
葉
」
を
主
戦
場
と
し
て
「

て
に
を
は
」
に
さ
え
推
敲
を
重
ね
た
多
く
の

文
学
者
が
い
た
。
そ
の
こ
と
を
こ
の
作
品
は

私
た
ち
に
気
づ
か
せ
て
く
れ
る
。 

言
葉
を
「
使
っ
て
い
る
」
と
錯
覚
し
て
い

た
が
「
言
葉
に
さ
さ
え
ら
れ
て
」
い
る
こ
と

を
読
了
後
に
痛
感
し
た
。 

 


