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介

小
野
信
爾
著
︑
宇
野
田
尚
哉
・
西
川
祐
子

・
西
山
伸
・
小
野
和
子
・
小
野
潤
子
編

﹃
京
大
生
・
小
野
君
の

占
領
期
獄
中
日
記
﹄

朝
鮮
戦
争
の
さ
な
か
の
一
九
五
一
年
二
月
︑
一

人
の
﹁
京
大
生
﹂
が
逮
捕
さ
れ
た
︒
名
は
小
野
信

爾
と
言
い
︑
後
に
中
国
近
代
史
を
専
門
と
す
る
歴

史
学
者
と
な
っ
た
人
物
で
あ
る
︒
本
書
は
小
野
が

獄
中
で
し
た
た
め
た
日
記
を
翻
刻
・
出
版
し
た
も

の
で
あ
る
︒

小
野
は
一
九
三
〇
年
大
分
県
に
生
ま
れ
︑
竹
田

中
学
校
を
経
て
四
九
年
に
京
都
大
学
文
学
部
に
入

学
し
︑
翌
年
一
一
月
に
日
本
共
産
党
に
入
党
し
た
︒

そ
の
僅
か
四
か
月
後
︑
党
地
区
委
員
会
の
指
示
で

朝
鮮
戦
争
反
対
の
ビ
ラ
を
撒
い
た
際
︑
占
領
目
的

阻
害
行
為
処
罰
令
に
よ
り
逮
捕
さ
れ
︑
Ｇ
Ｈ
Ｑ
の

軍
事
法
廷
で
重
労
働
三
年
︑
罰
金
一
〇
〇
〇
ド
ル

の
判
決
を
受
け
た
︵
後
に
重
労
働
二
年
︑
罰
金
な

し
に
減
刑
︶
︒

本
書
は
大
き
く
三
部
か
ら
な
り
︑
ま
ず
小
野
自

身
の
回
想
と
︑
西
川
氏
に
よ
る
解
説
が
掲
載
さ
れ
︑

そ
の
後
に
﹁
翻
刻
編
﹂
と
﹁
解
説
編
﹂
が
続
く
︒

読
者
は
最
初
に
こ
う
し
た
回
想
や
解
説
に
目
を
通

す
こ
と
で
︑
事
件
に
つ
い
て
の
事
実
関
係
や
日
記

の
特
徴
︑
史
料
的
価
値
を
予
め
理
解
で
き
る
︒

﹁
翻
刻
編
﹂
で
は
五
一
年
八
月
七
日
か
ら
︑
サ

ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
講
和
条
約
発
効
に
伴
う
恩
赦
に

よ
り
釈
放
さ
れ
た
翌
年
四
月
二
八
日
ま
で
の
日
記

が
翻
刻
さ
れ
︑
本
書
の
核
を
な
し
て
い
る
︒
小
野

が
日
記
を
書
き
始
め
た
き
っ
か
け
は
︑
当
時
京
都

大
学
文
学
部
長
で
あ
っ
た
宮
崎
市
定
の
厚
意
に
よ

り
筆
記
具
を
入
手
し
た
こ
と
で
あ
っ
た
︒

日
記
の
記
述
に
は
社
会
主
義
思
想
の
影
響
が
濃

厚
だ
が
︑
米
国
の
も
と
再
軍
備
を
進
め
る
日
本
政

府
を
﹁
売
国
﹂
と
非
難
し
︑
﹁
平
和
﹂
を
希
求
す

る
小
野
の
言
葉
は
︑
中
学
三
年
で
敗
戦
を
迎
え
た

青
年
の
率
直
な
感
情
を
反
映
し
て
い
る
と
思
わ
れ

る
︒
戦
前
・
戦
中
に
獄
に
つ
な
が
れ
た
河
上
肇
や

戸
坂
潤
︑
三
木
清
ら
﹁
先
人
﹂
に
思
い
を
馳
せ
つ

つ
︑
革
命
へ
の
使
命
感
に
駆
ら
れ
る
姿
は
︑
当
時

の
学
生
の
思
想
を
理
解
す
る
上
で
興
味
深
い
︒

ま
た
翻
刻
に
付
さ
れ
た
註
に
は
︑
日
記
筆
者
の

小
野
自
身
や
存
命
す
る
他
の
元
囚
人
へ
の
聞
取
調

査
の
成
果
が
反
映
さ
れ
︑
本
書
の
内
容
を
一
層
豊

か
な
も
の
に
し
て
い
る
︒
こ
れ
に
よ
り
︑
読
者
は

日
記
本
文
だ
け
で
は
読
み
取
れ
な
い
事
実
関
係
や

人
物
関
係
を
理
解
で
き
︑
西
川
氏
が
述
べ
る
よ
う

に
︑
﹁
平
板
に
な
り
や
す
い
日
記
文
に
さ
ら
な
る

奥
行
と
時
間
の
層
﹂
が
﹁
与
え
﹂
ら
れ
る
︵
二
六

頁
︶
︒

﹁
解
説
編
﹂
で
は
︑
編
者
の
西
山
︑
宇
野
田
︑

小
野
潤
子
の
各
氏
が
そ
れ
ぞ
れ
占
領
期
の
京
都
大

学
︑
東
ア
ジ
ア
情
勢
︑
そ
し
て
日
本
の
軍
事
法
廷

と
い
う
観
点
か
ら
解
説
を
加
え
る
︒
こ
れ
ら
の
解

説
に
よ
り
︑
小
野
と
い
う
一
個
人
の
日
記
が
︑
よ

り
広
く
現
代
史
の
中
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
︒

小
野
が
獄
中
で
過
ご
し
た
九
か
月
は
︑
西
側
陣

営
と
の
単
独
講
和
や
日
米
安
保
︑
日
本
の
再
軍
備

な
ど
が
大
き
な
政
治
問
題
と
な
り
︑
戦
後
日
本
の

在
り
方
が
決
定
さ
れ
た
時
代
で
あ
っ
た
︒
こ
の
激

変
期
を
︑
青
年
小
野
は
い
か
に
認
識
し
︑
い
か
に

生
き
た
の
か
︒
時
を
経
て
︑
当
時
を
知
る
人
々
が

姿
を
消
し
つ
つ
あ
る
今
日
︑
日
記
と
い
う
貴
重
な

一
次
史
料
が
関
係
者
の
回
想
や
証
言
と
共
に
翻

刻
・
出
版
さ
れ
る
意
義
は
大
き
い
︒
近
年
進
展
し

つ
つ
あ
る
日
本
の
占
領
期
に
つ
い
て
の
実
証
研
究

に
大
い
に
寄
与
す
る
で
あ
ろ
う
︒
お
勧
め
し
た
い
︒
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