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（1）

晩年の南原繁

１　

問
題
の
所
在

　

南
原
繁
（
明
治
二
十
二
年
〜
昭
和
四
十
九
年
）
は
内
村
鑑
三
門
下
の
キ
リ
ス
ト

者
で
あ
る
が
、
同
信
の
友
に
し
て
同
じ
く
東
京
大
学
総
長
を
つ
と
め
た
矢
内
原
忠

雄
と
は
対
照
的
に
、
信
仰
を
言
動
の
前
面
に
押
し
出
す
こ
と
が
な
か
っ
た
。「
信

仰
」
に
限
ら
ず
、
彼
は
総
じ
て
「
自
己
」
と
い
う
も
の
を
、
直
接
的
に
は
語
ら
な

か
っ
た  
。
そ
の
た
め
か
従
来
の
「
南
原
論
」
に
は
、
彼
を
キ
リ
ス
ト
者
と
し
て
内

側
か
ら
把
握
し
よ
う
と
す
る
観
点
が
、
い
さ
さ
か
乏
し
い
印
象
を
受
け
る  
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
南
原
の
内
面
に
迫
る
手
立
て
は
皆
無
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。

「
語
ら
な
か
っ
た
」
南
原
は
、
己
が
真
情
を
吐
露
す
る
歌
を
、
少
な
か
ら
ず
遺
し
て

い
る
。
詠
ま
れ
た
状
況
を
考
慮
し
つ
つ
、
内
在
的
に
問
い
直
す
と
き
、
語
ら
れ
な

か
っ
た
領
域
は
、
お
の
ず
か
ら
立
ち
現
れ
て
く
る
は
ず
で
あ
る
。

　

本
稿
は
い
ま
だ
覚
書
の
域
を
出
な
い
小
論
で
は
あ
る
も
の
の
、
以
上
の
よ
う
な

新
し
き
視
点
に
則
っ
て
、
南
原
が
遺
し
た
歌
、
特
に
先
立
て
る
妻
へ
手
向
け
た
挽

（
１
）

（
２
）

歌
に
考
察
を
加
え
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
南
原
に
と
っ
て
最
晩
年
に
あ
た
る
、

こ
の
時
期
の
歌
に
着
目
す
る
の
は
、
そ
こ
に
キ
リ
ス
ト
者
・
南
原
の
、
最
後
の
十

年
を
支
え
た
精
神
の
営
み
が
、
如
実
に
刻
み
込
ま
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら

で
あ
る
。

２　
「
亡
き
妻
」
の
世
界

　
『
南
原
繁
著
作
集
』  
は
、
処
女
作
『
国
家
と
宗
教
』
を
巻
頭
に
、
以
下
、『
フ
ィ
ヒ

テ
の
政
治
哲
学
』、『
政
治
理
論
史
』
と
い
っ
た
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
な
書
が
続
き
、
ま

た
『
文
化
と
国
家
』、『
日
本
の
理
想
』
な
ど
、「
戦
後
日
本
」
の
進
路
を
問
う
た
啓

蒙
的
著
作
が
名
を
連
ね
る
。
か
く
し
て
十
巻
に
及
ぶ
著
作
集
の
掉
尾
を
飾
る
の
は
、

し
か
し
、「
政
治
学
」
で
も
冷
戦
下
の
日
本
を
質
す
時
論
で
も
な
い
。
南
原
が
著
作

集
最
後
の
巻
の
最
後
の
位
置
に
置
い
た
の
は
、「
亡
き
妻
」と
題
す
る
随
想
だ
っ
た
。

　
「
随
想
」
と
い
う
言
い
方
は
、
あ
る
意
味
で
当
た
ら
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
南
原

は
そ
こ
で
一
言
も
、
己
が
「
感
情
」
を
表
す
言
葉
を
記
し
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。

（
３
）

晩
年
の
南
原
繁

　
　
　
　
　
　
　

― 
妻
へ
の
挽
歌
が
指
し
示
す
世
界 
―

村　

松　
　
　

晋
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そ
の
淡
々
と
し
た
筆
致
は
事
実
の
叙
述
と
い
う
意
味
で
、
む
し
ろ
「
記
録
」
に
近

い
と
称
し
う
る
。
実
際
、
彼
は
最
も
つ
ら
い
、
妻
の
最
期
の
場
面
さ
え
、
次
の
よ

う
に
描
写
す
る
。

　

十
二
月
三
十
日
。
朝
早
く
か
ら
他
の
者
た
ち
も
集
ま
っ
た
が
、
病
人
は

長
い
間
の
た
た
か
い
も
終
っ
た
か
の
ご
と
く
、
酸
素
吸
入
器
も
取
り
は
ず

さ
れ
、
静
か
に
呼
吸
し
て
い
る
の
み
で
あ
っ
た
。
夜
中
ほ
と
ん
ど
不
眠
で

診
て
く
れ
て
い
る
和
田
担
当
助
手
が
朝
九
時
ご
ろ
カ
ン
フ
ル
注
射
を
施
し
、

時
計
を
見
な
が
ら
脈
を
取
っ
て
お
ら
れ
た
が
、
つ
い
に
「
九
時
十
五
分
、

ご
臨
終
で
ご
ざ
い
ま
す
」
と
、
声
は
低
く
あ
っ
た
が
、
静
か
な
朝
の
病
室

に
ひ
び
い
た
。
一
同
声
な
く
、
立
ち
つ
く
し
、
私
は
、
ま
だ
温
か
い
妻
の

手
を
と
っ
た
ま
ま
、
聖
書
を
披
い
て
読
ん
だ
。

　
「
汝
ら
心
に
憂
う
る
な
か
れ
、
神
を
信
じ
、
ま
た
吾
を
信
ず
べ
し
。
わ
が

父
の
家
に
は 
住
居 
多
し
。
然
ら
ず
ば
、
か
ね
て
よ
り
汝
ら
に
こ
れ
を
告
ぐ

す

ま

い

べ
き
な
り
。
我
な
ん
じ
の
た
め
に
処
を
備
え
に
ゆ
く
。
も
し
往
き
て
我
な

ん
じ
の
た
め
に
処
を
備
え
ば
、
ま
た
来
た
り
て
汝
ら
を
我
に
受
く
べ
し
。

わ
が
居
る
処
に
汝
ら
を
も
居
ら
し
め
ん
と
て
な
り
」（
ヨ
ハ
ネ
伝
第
十
四
章

一
〜
三
）

　

あ
と
は
立
ち
囲
ん
だ
家
族
た
ち
の
涙
と
嗚
咽
の
黙
祷
。
こ
れ
が
愛
す
る

者
と
の
こ
の
世
の
別
離
で
あ
っ
た
の
で
あ
る  
。

　
「
涙
と
嗚
咽
」
と
は
あ
る
も
の
の
、
事
実
を
時
系
列
で
記
す
の
み
で
、
南
原
そ
の

人
の
感
情
を
う
か
が
わ
せ
る
直
接
的
な
表
現
は
、
聖
書
の
朗
読
箇
所
以
外
、
極
力
、

抑
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
を
「
明
治
の
男
性
」
ゆ
え
の
「
抑
制
」
な
い
し
「
矜
持
」

（
４
）

と
見
る
こ
と
は
可
能
だ
ろ
う
。
し
か
し
こ
の
抑
え
ら
れ
た
文
体
ゆ
え
に
、
南
原
が

そ
の
「
涙
と
嗚
咽
」
を
も
、「
封
印
」
し
え
た
と
考
え
る
の
は
妥
当
で
な
い
。

　

実
は
「
亡
き
妻
」
と
い
う
こ
の
短
文
は
、「
亡
き
妻
」
へ
の
挽
歌
に
よ
っ
て
し
め

く
く
ら
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
の
南
原
は
、
右
の
「
抑
制
」
と
は
対
照
的
な
姿
を
示

し
て
い
る
。
た
と
え
ば
こ
ん
な
歌
が
あ
る
。

老
残
の
吾
に
涙
の
涸
れ
ず
け
り
妻
死
に
た
り
し
そ
の
日
お
も
へ
ば

生
き
死
に
は
人
の
定
め
と
知
れ
れ
ど
も
妻
死
に
た
れ
ば
吾
は
さ
び
し
ゑ

母
と
妻
と
眠
れ
る
多
磨
に 
庵 
し
て
嘆
か
ば
わ
れ
の
心
癒
え
む
か  

い
ほ
り

　

淡
々
と
し
た
記
録
風
の
文
体
と
は
一
転
、
こ
こ
に
は
妻
に
先
立
た
れ
た
一
人
の

人
間
が
さ
ら
け
出
さ
れ
て
い
る
。「
汝
ら
心
に
憂
う
る
な
か
れ
、
神
を
信
じ
、
ま
た

吾
を
信
ず
べ
し
」
と
家
族
に
言
い
聞
か
せ
た
南
原
は
、
し
か
し
、
自
身
「
信
ず
べ

し
」
と
の
声
に
応
ず
る
こ
と
で
、
即
座
に
「
涙
と
嗚
咽
」
を
封
印
し
え
た
わ
け
で

は
な
か
っ
た
。「
妻
死
に
た
り
し
そ
の
日
お
も
」
う
と
き
、
南
原
の
「
涙
」
は
「
涸

れ
」
る
こ
と
な
く
溢
れ
出
た
。
こ
ん
な
歌
も
目
に
入
る
。

　
　
　

三
十
八
年
は
る
か
な
る
か
も
携
へ
て
妻
と
あ
り
経
し 
一
生 
と
ぞ
お
も
ふ

ひ
と
よ

　
　
　

た
づ
さ
へ
て
飛
騨
高
山
や
乗
鞍
に
の
ぼ
り
し
こ
と
も
思
ほ
ゆ
る
か
な  

　
「
携
へ
て
／
た
づ
さ
へ
て
」
と
い
う
言
葉
が
、
繰
り
返
し
て
使
わ
れ
て
い
る
。
こ

こ
に
明
ら
か
な
の
は
南
原
に
と
り
、
妻
と
は
い
つ
も
「
た
づ
さ
へ
て
」
あ
る
存
在

だ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
共
に
人
生
を
歩
み
続
け
た
と
い
う
こ
と
が
、
こ
と

さ
ら
に
印
象
づ
け
ら
れ
る
存
在
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

し
か
も
彼
が
妻
と
「
た
づ
さ
へ
て
」「
の
ぼ
」
っ
た
の
は
、「
飛
騨
高
山
や
乗
鞍
」

と
い
っ
た
美
し
き
山
野
だ
け
で
は
な
か
っ
た
。
そ
の
「
三
十
八
年
」
が
容
易
な
ら

（
５
）

（
６
）
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ざ
る
時
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
を
、
挽
歌
は
こ
う
語
り
か
け
て
い
る
。

　
　
　

共
に
生
き
て
三
十
八
年
わ
が
世
に
は
苦
し
き
戦
ひ
の
年
が
あ
り
き  

　
「
わ
が
世
」
に
臨
ん
だ
「
苦
し
き
戦
ひ
」。
こ
れ
は
い
う
ま
で
も
な
く
、「
大
東
亜

戦
争
」
で
あ
る
。
こ
の
「
戦
ひ
」
は
南
原
に
と
り
、「
戦
時
下
」
の
生
活
と
し
て
、

物
質
的
な
意
味
で
の
「
苦
し
」
さ
を
強
い
る
も
の
で
あ
っ
た
の
は
無
論
、
当
時

『
国
家
と
宗
教
』
所
収
の
諸
論
文
を
通
じ
、
祖
国
日
本
の
あ
り
よ
う
を
批
判
し
つ
つ

も
「
民
族
は
運
命
共
同
体
と
い
ふ
学
説
」
を
「
身
に
し
み
」
て
「
諾
」
う
て
い
た  

愛
国
者
・
南
原
に
、
心
身
を
引
き
裂
く
ご
と
き
「
苦
し
」
み
を
も
た
ら
す
も
の
だ
っ

た
。
南
原
は
心
身
両
面
の
か
か
る
「
戦
ひ
」
を
、
妻
と
「
共
に
生
き
」
た
。「
共

に
」「
戦
」
っ
た
。
古
希
を
過
ぎ
て
南
原
は
、
そ
う
し
た
妻
と
、
突
如
、「
こ
の
世

の
別
離
」
を
果
た
し
た
の
だ
っ
た
。

　

時
に
昭
和
三
十
九
年
十
二
月
三
十
日
午
前
九
時
十
五
分
、
そ
の
最
期
の
と
き
を
、

南
原
は
「
三
十
八
年
間
」「
た
づ
さ
へ
て
」「
共
に
生
き
」
た
「
ま
だ
温
か
い
妻
の

手
」
を
、
文
字
通
り
「
た
づ
さ
へ
て
」
迎
え
た
。
し
か
し
そ
の
「
手
」
は
、
か
つ

て
「
飛
騨
高
山
や
乗
鞍
」
で
「
た
づ
さ
へ
」
た
「
手
」
と
違
い
、
力
な
く
、
し
か

も
「
温
か
」
さ
を
や
が
て
失
う
「
手
」
で
あ
っ
た
。
こ
の
二
つ
の
「
手
」
の
無
残

な
ま
で
の
隔
絶
感
、
こ
れ
こ
そ
、「
涸
れ
」
ぬ
「
涙
」
の
源
だ
っ
た
。

　

し
か
し
な
が
ら
南
原
は
、
単
に
「
涙
」
を
流
し
て
終
っ
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。

南
原
は
、「
涙
」
の
淵
か
ら
起
ち
上
が
る
自
身
の
様
も
、
三
十
一
文
字
に
込
め
て
い

た
。
こ
の
点
に
関
し
て
は
節
を
あ
ら
た
め
、
や
は
り
挽
歌
に
語
ら
せ
る
。

（
７
）

（
８
）

３　
「 
亡  
友 
」
と
の
対
話

と 

も

　

挽
歌
の
な
か
に
、
次
の
よ
う
な
一
首
が
あ
る
。

　
　
　

エ
ホ
バ
与
へ
エ
ホ
バ
取
り
た
ま
ふ 
現
身 
の
人
の
命
を
何
い
は
め
や
も  

う
つ
し
み

　

こ
の
歌
は
、
た
と
え
ば
「
生
き
死
に
は
人
の
定
め
と
知
れ
れ
ど
も
妻
死
に
た
れ

ば
吾
は
さ
び
し
ゑ
」
に
込
め
ら
れ
た
悲
嘆
と
比
べ
、「
生
き
死
に
」
を
め
ぐ
る
人
間

的
な
と
ら
わ
れ
か
ら
の
決
別
と
し
て
、
画
期
的
な
自
覚
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
転

回
は
、
い
か
に
し
て
成
し
遂
げ
ら
れ
た
も
の
な
の
か
。
実
は
こ
こ
に
は
あ
る
友
人

と
の
内
な
る
対
話
が
か
か
わ
っ
て
い
る
。

か
そ
か
な
る
お
の
れ
死
な
し
め
絶
対
他
者
に
在
り
て
生
き
よ
と 
亡  
友 
の
い

と 

も

へ
り
き  

　
「
絶
対
他
者
」
と
い
う
一
語
か
ら
鑑
み
て
、
こ
の
「 
亡 
友
   

」
が
、「
徹
底
他
者
論
」

と 

も

に
基
づ
く
独
自
の
国
家
論
お
よ
び
法
哲
学
を
展
開
し
た
学
者
・
三
谷
隆
正
（
明
治

二
十
二
年
〜
昭
和
十
九
年
）
を
指
し
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る  
。
挽
歌
の
な

か
で
、
唯
一
読
み
込
ま
れ
て
あ
る
友
人
は
、
三
谷
隆
正
た
だ
一
人
で
あ
る
。
妻
の

急
逝
し
た
当
時
、
南
原
は
こ
の
「
亡
友
」
の
全
集
を
編
纂
す
る
仕
事
に
携
わ
っ
て

い
た  
。
そ
の
意
味
で
南
原
は
、
職
務
上
、
三
谷
の
作
品
を
ひ
も
と
く
必
要
性
に
駆

ら
れ
て
い
た
。

　

南
原
同
様
、
三
谷
も
ま
た
妻
に
先
立
た
れ
た
人
だ
っ
た
。
し
か
も
そ
の
死
別
の

様
は
、
追
想
「
家
庭
団
欒
」  
が
示
唆
す
る
よ
う
に
、
筆
舌
に
尽
く
し
が
た
い
悲
惨

に
彩
ら
れ
た
も
の
だ
っ
た
。

（
９
）

（　

）
１０

（　

）
１１

（　

）
１２

（　

）
１３
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そ
も
そ
も
三
谷
の
結
婚
生
活
は
、
わ
ず
か
二
年
に
満
た
ぬ
も
の
だ
っ
た
。
し
か

も
三
谷
は
妻
の
み
な
ら
ず
、
生
後
間
も
な
い
み
ど
り
ご
を
も
失
っ
て
い
た
。
さ
ら

に
最
も
悲
痛
な
こ
と
に
、
三
谷
は
妻
の
最
期
を
前
に
し
て
、
自
身「
終
に
た
ふ
れ
て
、

臨
終
の
妻
を
み
と
り
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
つ
た
」。
三
谷
は
「
病
褥
に
横
臥
の

ま
ゝ
黙
々
と
し
て
妻
の
棺
を
黙
送
し
た
」
の
で
あ
っ
た  
。

　

想
像
を
絶
す
る
情
景
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
三
谷
は
こ
の
悲
惨
の
ど
ん

底
で
、「
強
ひ
て
黙
せ
ば
胸
が
は
り
さ
け
る
」
と
の
思
い
か
ら
、「
無
茶
苦
茶
に
三

十
一
文
字
を
並
べ
て
は
枕
頭
の
手
帳
に
記
し
た
」。「
い
も
逝
き
て
十
日
を 
経 
な
り

ふ

朝
ま
だ
き
ふ
と
泪
わ
き
て
と
ゞ
め
あ
へ
ざ
り
」「
君
逝
け
ど
君
の
い
ま
し
ゝ
室
に
ゐ

て
も
の
言
ひ
か
は
す
ま
ね
し
て
み
た
り
」。
こ
れ
ら
は
そ
の
折
詠
ま
れ
た
歌
で
あ

る  
。

　

し
か
し
注
目
す
べ
き
は
疲
弊
し
き
っ
た
三
谷
の
実
存
で
は
な
い
。
三
谷
は
、
こ

れ
ほ
ど
の
悲
惨
に
見
舞
わ
れ
な
が
ら
も
、
再
び
起
ち
上
が
っ
た
の
だ
っ
た
。「
君

逝
き
て
こ
の
秋
を
な
み
だ
し
げ
け
れ
ど
さ
や
け
き
ひ
か
り
天
に
あ
ふ
る
る
」「 
聖  
国 

み 
く
に

に
て
君
わ
れ
を
待
て
つ
ち
に
ゐ
て
わ
れ
き
み
を
仰
ぐ
ち
か
ら
あ
は
せ
ん
」  
。
こ
れ

ら
の
歌
が
示
唆
す
る
よ
う
に
、
三
谷
は
妻
「
の
い
ま
し
ゝ
室
」
に
つ
け
た
眼
を
、

つ
い
に
「
天
」
に
向
け
る
に
至
る
の
だ
っ
た
。

　

地
上
生
活
に
於
け
る
さ
ゝ
や
か
な
謙
遜
な
よ
ろ
こ
び
、
パ
ン
ひ
と
つ
、

果
物
ひ
と
つ
を
分
け
あ
ふ
喜
び
。
そ
れ
は
他
の
何
物
を
も
措
い
て
求
む
べ

き
不
滅
の
宝
で
は
な
い
で
あ
ら
う
。
然
し
や
さ
し
く
美
し
き
喜
び
で
あ
る
。

人
生
の
さ
う
し
た
つ
ゝ
ま
し
き
喜
び
、
さ
ゝ
や
か
な
幸
福
、
そ
れ
は
決
し

て
無
意
義
な
も
の
で
は
な
い
。
…
家
庭
の
う
ち
の
こ
の
ち
ひ
さ
き
喜
び
を

（　

）
１４

（　

）
１５

（　

）
１６

賞
美
す
る
こ
と
を
、
私
も
少
し
く
学
ば
し
て
い
た
だ
い
た
。
こ
の
些
細
な

祝
福
の
た
め
だ
け
で
も
敢
へ
て
冒
し
て
家
庭
生
活
に
飛
び
込
ん
だ
こ
と
は

十
分
に
意
味
の
あ
る
こ
と
で
あ
つ
た
。
な
ぜ
な
ら
結
婚
は
私
に
と
つ
て
は

乾
坤
一
擲
の
大
冒
険
で
あ
つ
た
。
私
が
自
分
の
一
生
の
使
命
と
信
じ
て
居

る
学
問
、
そ
れ
を
さ
へ
場
合
に
よ
つ
て
は
妻
子
の
た
め
に
犠
牲
に
し
よ
う

…
そ
う
覚
悟
し
て
後
初
め
て
、
私
は
敢
へ
て
一
人
の
婦
人
を
己
が
妻
と
す

べ
く
決
意
す
る
事
が
で
き
た
の
で
あ
つ
た
。
私
は
こ
の
覚
悟
に
充
分
報
い

ら
れ
て
居
つ
た
。
家
庭
の
う
ち
な
る
つ
ま
し
き
喜
び
に
祝
福
あ
れ
！  

　

三
谷
の
眼
か
ら
「
泪
」
を
拭
い
、
そ
の
ま
な
ざ
し
を
再
び
「
天
」
に
向
け
し
め

た
の
は
何
な
の
か
。
そ
れ
は
ひ
と
え
に
、
恵
み
へ
の
感
謝
で
あ
っ
た
。
し
か
し
な

が
ら
こ
の
転
回
は
、
お
の
ず
か
ら
成
し
遂
げ
ら
れ
た
も
の
で
は
な
い
。
こ
こ
に
は

悲
嘆
の
底
で
更
新
さ
れ
た
、
彼
の
自
覚
が
か
か
わ
っ
て
い
た
。

　

三
谷
は
特
に
語
っ
て
い
な
い
が
、「
臨
終
の
妻
を
み
と
り
す
る
こ
と
が
で
き
な

か
つ
」
た
こ
と
、「
病
褥
に
横
臥
の
ま
ゝ
黙
々
と
し
て
妻
の
棺
を
黙
送
」
す
る
し
か

な
か
っ
た
こ
と
、
こ
れ
ら
悲
劇
の
遠
因
を
問
う
ほ
ど
に
、
彼
は
己
の
罪
の
、
込
み

入
っ
た
根
深
さ
を
、
痛
烈
・
深
刻
に
自
覚
さ
せ
ら
れ
た
は
ず
で
あ
る
。
三
谷
は
こ

こ
で
呻
吟
す
る
こ
と
に
よ
り
、
贖
罪
と
い
う
、
こ
の
超
越
的
恩
恵
を
再
確
認
さ
せ

ら
れ
た
の
だ
と
思
わ
れ
る
。「
パ
ン
ひ
と
つ
、
果
物
ひ
と
つ
を
分
け
あ
ふ
喜
び
」、

「
家
庭
の
う
ち
な
る
つ
ま
し
き
喜
び
」、
こ
れ
ら
「
さ
ゝ
や
か
な
」
世
界
に
無
上
の

「
祝
福
」
を
見
出
し
、「
充
分
報
い
ら
れ
て
居
つ
た
」
と
感
謝
を
捧
げ
う
る
ま
な
ざ

し
は
、
ど
ん
底
を
経
る
な
か
で
、「
赦
さ
れ
し
者
」
に
の
み
刻
印
さ
れ
る
、
稀
有
な

「
賜
物
」
に
ほ
か
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。

（　

）
１７
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南
原
は
「
家
庭
団
欒
」
を
収
め
た
『
三
谷
隆
正
全
集
』
第
二
巻
の
後
記
に
お
い

て
、
こ
の
一
文
を
評
し
、「
畏
敬
の
念
と
涙
な
く
し
て
読
み
得
な
い
」
と
語
っ
た  
。

こ
の
「
畏
敬
」
と
い
う
語
か
ら
察
す
る
に
、
南
原
は
、
内
村
の
徒
た
る
一
キ
リ
ス

ト
者
と
し
て
、
三
谷
の
再
起
に
お
け
る
、
そ
の
粛
然
た
る
内
面
的
プ
ロ
セ
ス
を
読

み
取
っ
た
の
だ
っ
た
。
冒
頭
の
一
首
「
エ
ホ
バ
与
へ
エ
ホ
バ
取
り
た
ま
ふ
現
身
の

人
の
命
を
何
い
は
め
や
も
」、
こ
と
に
こ
の
歌
の
末
尾
を
飾
る
、
そ
の
凛
と
し
た

「
反
語
」
こ
そ
は
、
南
原
が
死
別
と
い
う
極
限
で
の
自
問
の
果
て
に
、
つ
い
に
意
味

付
与
の
主
体
を
、
己
を
超
え
た「
絶
対
他
者
」に
委
ね
た
こ
と
、
否
、
三
谷
同
様
、
か

く
あ
ら
し
め
ら
れ
た
こ
と
、
ま
さ
に
「
か
そ
か
な
る
お
の
れ
」
に
「
死
」
ん
で

「
絶
対
他
者
に
在
り
て
生
」
か
し
め
ら
れ
た
こ
と
を
証
し
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
で

あ
る
。

　

三
谷
は
二
年
に
満
た
ぬ
家
庭
生
活
を
「
団
欒
」
と
讃
え
、「
私
は
…
充
分
報
い
ら

れ
て
居
つ
た
」
と
の
感
謝
に
覚
醒
す
る
こ
と
で
再
起
し
た
。
悲
嘆
の
底
で
喘
ぎ
つ

つ
あ
っ
た
南
原
は
、
こ
の
「
亡
友
」
が
た
ど
り
し
様
を
跡
づ
け
つ
つ
、「
赦
さ
れ
し

者
」
と
し
て
の
感
謝
の
詞
に
唱
和
す
る
こ
と
で
、
再
び
起
ち
上
が
る
契
機
を
与
え

ら
れ
た
の
で
あ
る
。

４　

お
わ
り
に
―
晩
年
の
南
原
を
支
え
た
自
覚

　

妻
亡
き
後
の
南
原
は
、
そ
の
生
涯
を
閉
じ
る
ま
で
の
十
年
間
、
三
谷
を
は
じ
め

と
す
る
「 
亡  
友 
」
た
ち
の
全
集
編
纂
と
、
生
徒
・
学
生
に
向
け
、
広
く
人
生
を
問

と 

も

い
か
け
る
講
演
活
動
に
尽
力
し
た  

（　

）
１８

（　

）
１９

傘
寿
に
喃
々
と
す
る
南
原
に
と
り
、
全
集
編
纂
や
講
演
は
、
決
し
て
楽
な
仕
事
で

は
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
い
ず
れ
も
南
原
は
、
手
を
緩
め
る
こ
と
な
く

な
し
遂
げ
た
。
そ
の
根
底
に
は
「
明
治
人
」
と
し
て
の
「
律
儀
さ
」
以
上
に
、
晩

年
の
南
原
を
、
根
底
か
ら
支
え
促
す
と
こ
ろ
の
、
強
い
使
命
感
が
あ
っ
た
と
思
わ

れ
る
。
こ
の
使
命
感
に
つ
い
て
、
そ
の
内
実
を
う
か
が
わ
せ
る
一
首
が
あ
る
。

　
　
　

母
と
し
て
な
す
べ
き
こ
と
は
し
果
て
し
て
逝
き
し
妻
か
も 
永  
久 
に
思
は
む  

と 

は

　

南
原
は
こ
こ
で
、
妻
の
逝
去
を
、
各
々
に
課
せ
ら
れ
た
使
命
の
観
点
か
ら
厳
粛

に
受
け
止
め
て
い
る
。
妻
は
「
母
と
し
て
な
す
べ
き
こ
と
は
し
果
て
し
」
た
が
ゆ

え
に
、「
エ
ホ
バ
」
は
そ
の
命
を
「
取
り
た
ま
ふ
」
た
の
だ
。
南
原
は
こ
う
信
ず
る

こ
と
で
、
妻
の
死
を
受
容
し
た
の
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
で
こ
の
一
首
を
支
え
る
ま
な
ざ
し
は
、
生
の
意
義
を
問
い
な
お
す
も
の

で
あ
る
だ
け
に
、「
亡
き
妻
」
に
向
け
ら
れ
る
の
み
な
ら
ず
、
妻
亡
き
後
も
生
き
て

あ
る
南
原
に
、
お
の
ず
か
ら
自
身
の
生
を
問
わ
し
め
る
こ
と
に
な
っ
た
と
思
わ
れ

る
。
す
な
わ
ち
「
な
す
べ
き
こ
と
」
が
あ
る
ゆ
え
に
、
な
お
生
か
さ
れ
て
あ
る
な

ら
ば
、
そ
の
課
せ
ら
れ
し
「
な
す
べ
き
こ
と
」
と
は
、
自
分
に
と
っ
て
何
な
の
か
。

南
原
は
晩
年
に
さ
し
か
か
り
つ
つ
あ
る
こ
と
を
お
そ
ら
く
は
自
覚
し
つ
つ
、
そ
の

最
後
の
職
責
を
自
問
し
た
と
思
わ
れ
る
。

　

時
折
し
も
南
原
の
眼
に
、
世
界
は
危
機
的
に
映
じ
て
や
ま
な
か
っ
た
。
曰
く
、

米
ソ
は
「
核
戦
争
攻
防
の
準
備
」
に
ひ
た
走
り  
、
ほ
か
な
ら
ぬ
祖
国
日
本
は
、「
敗

戦
を
境
と
し
て
、
わ
れ
わ
れ
が
一
旦
誓
っ
た
精
神
的
変
革
と
自
由
の
理
念
の
後
退
、

な
い
し
退
嬰
」
の
様
相
を
見
せ
て
い
る  
。

　

か
か
る
時
代
の
只
中
で
自
問
す
る
南
原
に
と
り
、
課
せ
ら
れ
た
責
務
は
た
だ
一

（　

）
２０

（　

）
２１

（　

）
２２
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つ
、
み
ず
か
ら
の
生
を
導
い
て
き
た
信
仰
、
こ
と
に
三
谷
ら
「
亡
友
」
を
育
ん
で

き
た
内
村
以
来
の
信
仰
と
そ
の
遺
産
と
を
、
次
代
に
向
け
て
継
承
す
る
こ
と
だ
と

痛
感
さ
れ
た
に
相
違
な
い
。
晩
年
の
南
原
が
高
齢
に
も
か
か
わ
ら
ず
、「
亡
友
」
ら

の
作
品
を
遺
す
べ
く
尽
力
し
、
そ
し
て
、
次
代
を
担
う
若
者
た
ち
に
、
人
生
を
問

い
か
け
る
場
を
持
と
う
と
試
み
た
の
は
、「
亡
き
妻
」
の
死
を
問
う
な
か
で
練
り
上

げ
ら
れ
た
、
こ
う
し
た
使
命
感
の
表
れ
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

　
「
母
と
し
て
な
す
べ
き
こ
と
は
し
果
て
し
て
逝
き
し
妻
か
も
永
久
に
思
は
む
」　

実
は
南
原
は
こ
の
歌
を
、「
亡
き
妻
」
に
捧
げ
る
挽
歌
の
冒
頭
に
置
い
て
い
る
。
こ

の
配
置
に
込
め
ら
れ
た
決
意
こ
そ
、「
亡
き
妻
」
の
枕
頭
で
読
み
上
げ
た
聖
句
「
汝

ら
心
に
憂
う
る
な
か
れ
、
神
を
信
じ
、
ま
た
吾
を
信
ず
べ
し
」
へ
の
応
答
に
ほ
か

な
ら
な
い
。
思
う
に
晩
年
の
南
原
は
、
湧
き
上
が
る
諸
々
の
感
情
を
、
た
だ
こ
の

言
葉
に
、
こ
の
言
葉
に
の
み
収
束
す
る
こ
と
で
、
そ
の
生
を
ま
っ
と
う
し
た
の
で

は
な
か
っ
た
か
。

　

初
め
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
南
原
は
、
と
か
く
引
き
合
い
に
出
さ
れ
る
矢
内
原

と
は
異
な
っ
て
、
信
仰
に
関
し
て
生
涯
、「
寡
黙
」
で
あ
っ
た
。
し
か
し
「
亡
き

妻
」
に
手
向
け
ら
れ
た
一
連
の
挽
歌
は
、
南
原
も
ま
た
、「
主
に
依
り
恃
む
者
」
で

あ
っ
た
こ
と
を
如
実
に
語
り
か
け
て
い
る  
。

注（
１
）　

丸
山
眞
男
「
断
想
」（『
回
想
の
南
原
繁
』、
岩
波
書
店
、
昭
和
五
十
年
）
等
、

身
近
に
接
し
た
人
々
の
追
想
を
参
照
。

（　

）
２３

（
２
）　

南
原
繁
へ
の
多
様
な
ア
プ
ロ
ー
チ
を
示
し
た
最
近
の
興
味
深
い
作
品
と
し

て
、『
南
原
繁
と
現
代
』（
南
原
繁
研
究
会
編
著
、
t
o 
b
e
出
版
、
二
〇
〇

五
年
）
が
あ
る
。

（
３
）　
『
南
原
繁
著
作
集
』
全
十
巻
（
岩
波
書
店
、
昭
和
四
十
七
〜
四
十
八
年
）。
以

下
、
南
原
の
作
品
か
ら
の
引
用
は
『
集
』
と
略
記
、
巻
数
・
該
当
頁
数
の
み

記
す
。

（
４
）　
「
亡
き
妻
」、
昭
和
四
十
年
（『
集
』
十
、
四
一
五
頁
）

（
５
）　
「
挽
歌
」（「
亡
き
妻
」
の
最
後
に
ま
と
め
て
記
載
。
以
下
、
南
原
の
歌
は
、

こ
と
わ
り
の
な
い
限
り
、
全
て
「
挽
歌
」
所
収
）『
集
』
十
、
四
一
六
〜
四

一
七
頁

（
６
）　
『
集
』
十
、
四
一
六
・
四
一
八
頁

（
７
）　
『
集
』
十
、
四
一
六
頁

（
８
）　
『
形
相
』
創
元
社
、
昭
和
二
十
三
年
（『
集
』
六
、
三
七
三
頁
）

（
９
）　
『
集
』
十
、
四
一
七
頁

（　

）　
『
集
』
十
、
四
一
七
頁

１０
（　

）　

三
谷
隆
正
に
つ
い
て
は
拙
著
『
三
谷
隆
正
の
研
究
―
信
仰
・
国
家
・
歴
史
―
』

１１

（
刀
水
書
房
、
二
〇
〇
一
年
）
を
参
照
。

（　

）　
『
集
』
十
、
四
一
四
頁

１２
（　

）　

三
谷
隆
正
「
家
庭
団
欒
」、
昭
和
十
年
（『
三
谷
隆
正
全
集
』
第
二
巻
、
岩
波

１３

書
店
、
昭
和
四
十
年
以
下
、『
三
谷
』
と
略
記
）

（　

）　

同
、
同
右
（『
三
谷
』
二
〇
四
〜
二
〇
五
頁
）

１４
（　

）　

同
、
同
右
（
同
右
、
二
〇
五
〜
二
〇
六
頁
）

１５
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（　

）　

同
、
同
右
（
同
右
、
二
〇
七
頁
）

１６
（　

）　

同
、
同
右
（
同
右
、
二
〇
八
頁
）

１７
（　

）　

南
原
「『
三
谷
隆
正
全
集
』
第
二
巻　

後
記
」（
同
右
、
四
〇
四
頁
）

１８
（　

）　
『
歴
史
を
つ
く
る
も
の
』（
東
大
出
版
会
、
昭
和
四
十
四
年
）
中
、「
私
の
学

１９

問
・
教
育
観
」、「
思
い
出
の
人
々
」
と
題
さ
れ
た
章
に
収
め
ら
れ
た
文
章
・

講
演
録
参
照
（
い
ず
れ
も
『
集
』
十
）

（　

）　
『
集
』
十
、
四
一
六
頁

２０
（　

）　
「
わ
れ
ら
の
歩
ん
だ
道
」、
昭
和
四
十
六
年
十
月
八
日
、
香
川
県
立
三
本
松
高

２１

等
学
校
創
立
七
十
周
年
記
念
式
典
・
記
念
講
演
会
で
の
講
演
（『
集
』
十
、

二
六
二
頁
）

（　

）　
「『
矢
内
原
忠
雄
―
信
仰
・
学
問
・
生
涯
』
ま
え
が
き
」、
岩
波
書
店
、
昭
和

２２

四
十
三
年
（『
集
』
十
、
三
二
三
頁
）

（　

）　

本
稿
は
二
〇
〇
五
年
一
月
二
十
八
日
、
南
原
繁
研
究
会
で
の
口
頭
発
表
を
も

２３

と
に
、
あ
ら
た
め
て
起
稿
し
た
も
の
で
あ
る
。
つ
た
な
い
発
表
に
対
し
親
身

な
ご
助
言
を
く
だ
さ
っ
た
研
究
会
代
表
・
鴨
下
重
彦
先
生
を
は
じ
め
、
会
員

の
皆
様
方
に
、
こ
の
場
を
借
り
て
心
よ
り
御
礼
申
し
上
げ
た
い
。
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（8）

聖学院大学論叢　第１８巻　第３号

On Nanbara Shigeru in his last years

─ Focused on his elegy for his wife ─

Susumu MURAMATSU

　The purpose of this study is to describe Nanbara’s life as chiristian by analyzing his elegy for his 

wife.

　Nanbara Shigeru is a Christian affected Kanzou Uchimura, but different and did not give faith of 

self with Tadao Yanaihara on the front. Therefore it is the present conditions that the study that paid 

its attention to his faith is not found for a conventional Nanbara study. Therefore, in this study, I tried 

that I described feelings as a Christian of Nanbara by paying its attention to the funeral march that I 

offered to the tanka that Nanbara of later years wrote, a particularly dead wife.

 
Key words:　Nanbara Shigeru, Christianity, Elegy (tanka), Mitani Takamasa, Uchimura Kanzou
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