
〈
著
者
〉
の
パ
フ
オ
τ
マ
ン
ス
ー
尾
崎
組
葉

「
棚
羅
枕
」
論

馬

場
　
美
　
佳

　
過
熱
し
た
欧
化
へ
の
反
動
と
し
て
国
粋
保
存
の
動
き
が
勢
い
を
増
し
て

行
く
、
そ
う
し
た
中
で
書
か
れ
た
と
さ
れ
る
「
伽
羅
枕
」
（
『
読
売
新
闘
』

明
治
2
3
・
7
・
5
；
9
・
2
3
）
は
、
古
典
一
元
禄
文
学
）
復
興
の
動
き
を

ダ
イ
レ
ク
ト
に
反
映
し
た
と
い
う
意
味
で
、
紅
葉
の
初
期
代
表
作
と
言
わ

れ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
評
価
の
内
実
は
、
極
め
て
危
う
い
と
言
わ
ざ

る
を
得
な
い
。
た
と
え
ば
西
鶴
受
容
を
言
い
な
が
ら
、
そ
れ
は
文
体
上
に

止
ま
る
も
の
で
西
鶴
作
晶
が
本
質
的
に
理
解
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
具
合

　
　
一
］
一

で
あ
る
。
ま
た
、
遊
客
を
相
手
に
佐
太
夫
の
粋
や
意
気
、
そ
し
て
侠
気
が

描
か
れ
た
こ
と
が
評
価
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
が
前
近
代
の
美
意
識
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
2
）

あ
る
が
ゆ
え
に
、
一
種
の
後
退
と
見
な
さ
れ
て
し
ま
う
。
こ
れ
で
は
、
「
伽

羅
枕
」
が
西
鶴
亜
流
の
前
時
代
的
な
作
品
と
い
う
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い

に
も
拘
わ
ら
ず
、
先
行
論
で
は
以
上
の
よ
う
な
点
で
一
致
を
見
て
い
る
よ

う
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
と
い
う
の
も
実
は
、
北
村
透
谷
が
、
「
粋
を
論
じ

て
「
伽
羅
枕
」
に
及
ぶ
」
一
明
治
2
5
・
2
頃
稿
）
と
「
「
伽
羅
枕
」
及
び

「
新
葉
末
集
」
」
（
『
女
学
雑
誌
』
明
治
2
5
・
3
・
！
2
，
1
9
一
で
下
し
た
否
定

的
な
評
価
が
拠
り
所
と
さ
れ
て
い
る
か
ら
な
の
だ
が
、
「
伽
羅
枕
」
が
近

代
的
な
恋
愛
で
は
な
く
〈
粋
〉
の
理
想
に
よ
る
〈
色
〉
の
世
界
を
描
い
た

こ
と
を
非
難
す
る
こ
れ
ら
の
評
は
、
透
谷
独
自
の
問
題
意
識
に
引
き
寄
せ

て
書
か
れ
た
傾
向
が
強
い
こ
と
か
ら
し
て
も
、
無
原
則
に
寄
り
か
か
る
の

は
問
題
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
従
っ
て
、
「
伽
羅
枕
」
を
透
谷

の
呪
縛
か
ら
一
度
解
放
す
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
た
と
え
ば
、
連
載
時

の
環
境
を
で
き
る
だ
け
復
元
す
る
7
」
と
。
こ
れ
は
、
遊
女
・
佐
太
夫
の
一

代
記
と
い
う
一
屍
旧
式
な
物
語
の
中
に
隠
さ
れ
て
い
る
別
の
コ
ン
セ
プ
ト

を
引
き
出
す
た
め
の
有
効
な
視
座
と
な
る
は
ず
で
あ
る
。
ま
た
、
そ
れ
が

「
伽
羅
枕
」
再
評
価
の
た
め
の
端
緒
を
開
く
こ
と
に
も
繋
が
る
と
考
え
て

い
る
。

　
と
は
い
え
、
既
述
の
よ
う
な
研
究
情
況
を
招
い
た
原
因
は
作
者
自
身
に

も
あ
る
ら
し
く
、
紅
葉
は
連
載
か
ら
約
七
年
後
、
口
述
筆
記
「
作
家
苦
心

談
」
一
『
新
著
月
刊
』
明
治
3
0
・
6
・
3
一
の
中
で
、

『
伽
羅
枕
』
は
全
篇
佐
太
夫
が
口
で
述
べ
た
事
実
を
、

し
も
し
な
い
で
写
し
た
と
い
ふ
に
過
ぎ
な
い
。

殆
ど
ぬ
き
さ

一34一



と
語
り
、
〈
油
も
小
説
と
し
て
は
見
ら
れ
な
い
〉
と
繰
り
返
し
て
い
る
の

で
あ
り
、
そ
れ
を
受
け
て
本
間
久
雄
氏
は
く
た
ヅ
佐
太
夫
の
口
で
述
べ
た

あ
り
の
ま
㌧
の
事
実
そ
の
も
の
が
江
戸
気
質
、
透
谷
の
所
謂
「
粋
の
粋
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
3
一

を
自
ら
あ
ら
は
し
た
と
い
ふ
べ
き
も
の
V
と
結
論
付
け
て
い
る
。
も
ち
ろ

ん
作
家
が
自
作
に
つ
い
て
解
説
す
る
言
葉
を
鵜
呑
み
に
す
る
必
要
は
な
い
。

そ
れ
よ
り
は
〈
殆
ど
ぬ
き
さ
し
も
し
な
い
で
写
し
た
〉
と
い
う
紅
葉
の
解

説
が
、
当
初
、
宣
伝
文
旬
と
し
て
機
能
し
て
い
た
こ
と
に
注
意
を
払
う
べ

き
で
あ
ろ
う
。

　
　
○
伽
羅
枕
　
　
　
　
　
　
　
紅
葉
山
人

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぢ
よ
し
ゆ
じ
ん
こ
う

艶
筆
縞
想
を
以
て
一
世
に
雄
飛
し
女
主
人
公
の
小
説
に
独
壇
の
名
誉

高
き
紅
葉
山
人
の
（
（
伽
羅
枕
）
）
一
大
篇
）
は
著
者
自
ら
現
存
の
老

女
に
遇
ひ
て
其
一
代
の
色
繊
悔
を
直
写
せ
し
も
の
な
れ
ば
一
読

こ
ん
ぴ
に
く
せ
う

魂
飛
肉
鎗
の
快
話
な
り
紅
葉
山
人
の
全
力
は
独
り
此
作
に
於
て
見
ら

る
べ
し
と
い
ふ
も
不
可
な
ら
む
か
　
　
　
　
（
傍
線
論
者
、
以
下
同
）

　
こ
れ
は
、
連
載
前
日
ま
で
の
約
一
週
間
一
六
月
二
十
九
日
－
七
月
四
日
）
、

本
紙
一
面
の
最
上
段
に
社
告
と
し
て
掲
載
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
露
伴
「
ひ

げ
努
」
と
同
時
連
載
ス
タ
i
ト
と
い
う
一
大
企
画
で
も
あ
り
、
田
山
花
袋

の
回
想
録
『
東
京
の
三
十
年
』
一
大
正
6
・
6
）
に
よ
れ
ば
、
新
聞
社
が

〈
そ
れ
を
盛
ん
に
広
告
し
て
、
絵
ビ
ラ
な
ど
を
椿
え
て
、
そ
れ
を
町
の
辻
々

に
掲
げ
た
〉
と
い
う
力
の
入
れ
よ
う
で
、
当
時
の
文
学
愛
好
者
を
驚
か
せ

た
と
い
う
。
そ
し
て
、
何
よ
り
も
こ
の
広
告
文
で
興
味
深
い
の
は
〈
著
者

自
ら
現
存
の
老
女
に
遇
ひ
て
其
一
代
の
色
幟
悔
を
直
写
せ
し
も
の
〉
と
い

う
部
分
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
〈
著
者
〉
す
な
わ
ち
く
紅
葉
山
人
V
の

行
動
が
、
西
鶴
『
好
色
一
代
女
』
の
冒
頭
に
登
場
し
、
老
女
の
色
幟
悔
を

聞
く
若
者
た
ち
を
思
わ
せ
ず
に
は
お
か
な
い
か
ら
で
あ
る
。
従
っ
て
同
時

代
評
は
『
好
色
一
代
女
』
と
の
影
響
関
係
を
指
摘
す
る
こ
と
に
な
る
の
だ

一
｛
）が

、
当
時
、
西
鶴
作
品
を
実
際
に
目
に
す
る
こ
と
が
で
き
た
読
者
が
圧
倒

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
5
）

的
に
少
数
で
あ
っ
て
み
れ
ば
、
む
し
ろ
一
」
の
広
告
文
は
、
『
好
色
一
代
女
』

の
冒
頭
そ
の
ま
ま
の
露
伴
「
毒
朱
唇
」
（
『
都
の
花
』
明
治
2
3
・
1
・
1
9
）

や
、
や
は
り
老
女
の
語
を
若
者
た
ち
が
聞
く
と
い
う
趣
向
に
な
っ
て
い
る

紅
葉
「
新
色
繊
悔
」
（
『
読
売
新
聞
』
明
治
2
3
・
2
・
9
－
犯
）
を
想
起
さ

せ
る
も
の
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。

　
そ
し
て
連
載
が
始
ま
っ
た
「
伽
羅
枕
」
は
、
〈
ま
た
し
て
も
女
物
語
。
V

と
断
り
書
き
を
付
す
語
者
に
よ
っ
て
、
主
人
公
が
生
ま
れ
る
前
の
両
親
の

物
語
か
ら
説
き
起
こ
さ
れ
る
。
だ
が
し
か
し
、
広
告
文
か
ら
期
待
で
き
る

よ
う
な
、
働
悔
す
る
老
女
と
そ
れ
を
聞
く
作
者
と
い
う
枠
組
み
は
提
示
さ

れ
て
は
い
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
予
告
を
本
編
の
リ
i
ド
と
す
る
必
然
性
は

な
い
の
だ
が
、
と
こ
ろ
が
作
品
後
半
、
江
戸
吉
原
の
遊
客
・
高
坂
時
雄
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
f
　
　
“
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〕
　
　
■

の
語
を
締
め
括
る
際
に
、
〈
老
後
の
佐
太
夫
著
者
に
語
り
ぬ
〉
一
四
十
五
一

と
い
う
形
で
話
の
聞
き
手
と
し
て
の
〈
著
者
〉
が
突
然
顔
を
出
す
に
及
び
、

事
情
は
一
変
す
る
。
老
女
と
〈
著
者
〉
と
の
関
係
が
そ
れ
ま
で
全
く
言
及

さ
れ
て
い
な
い
か
ら
に
は
、
〈
著
者
〉
の
物
語
は
広
告
文
の
段
階
か
ら
す

で
に
始
ま
っ
て
い
た
と
い
う
7
」
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。

　
「
伽
羅
枕
」
よ
り
先
、
作
中
に
〈
著
者
〉
が
人
物
化
し
て
登
場
す
る
も

の
に
、
「
南
無
阿
弥
陀
仏
」
一
『
百
花
園
』
明
治
2
2
・
5
・
加
－
6
・
2
0
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
｛
6
〕

と
「
夏
痩
」
（
『
読
売
新
聞
』
明
治
2
3
・
5
・
1
－
6
・
7
）
が
あ
る
。
主

人
公
に
つ
い
て
知
る
人
物
が
く
著
者
V
に
語
る
と
い
う
ス
タ
ン
ス
を
と
り
、

〈
著
者
V
が
冒
頭
に
登
場
し
て
語
の
導
入
の
役
を
果
た
し
て
い
る
点
で
、

一35一



こ
の
二
作
は
全
く
共
通
し
て
い
る
と
い
え
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
〈
著

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ツ
し
－
ム
・
且
ト
ー
リ
ー

者
〉
の
存
在
は
、
「
南
無
阿
弥
陀
仏
」
と
「
夏
痩
」
が
額
縁
小
説
で
あ
る

こ
と
を
示
し
て
い
る
と
い
っ
て
も
よ
い
だ
ろ
う
。
特
に
「
南
無
阿
弥
陀
仏
」

　
　
　
　
　
　
フ
レ
ー
ム

で
は
、
二
重
の
額
縁
が
用
い
ら
れ
る
の
で
あ
り
、
一
つ
は
冒
頭
に
お
い
て

真
新
し
い
墓
前
で
泣
き
伏
す
女
（
主
人
公
お
梅
の
乳
母
）
に
〈
著
者
〉
が

声
を
か
け
、
そ
の
嘆
き
の
理
由
を
尋
ね
る
部
分
で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
、

作
品
末
尾
に
付
さ
れ
た
、
登
場
人
物
の
一
人
・
上
野
兼
二
郎
に
宛
て
た

「
著
者
の
書
翰
」
で
あ
る
。
そ
の
手
紙
に
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
マ
マ
一

拝
呈
。
先
日
御
物
語
の
顛
末
、
少
々
愚
意
を
加
へ
、
（
一
南
無
阿
弥

陀
仏
一
一
と
題
し
四
回
に
綴
り
百
花
園
と
申
す
雑
誌
へ
掲
載
い
た
し
候

前
述
の
如
く
に
候
へ
ば
事
実
相
違
の
廉
も
有
之
候
へ
ど
も
、
小
説
な

れ
ば
と
御
見
ゆ
る
し
被
下
度
候
。

と
あ
り
、
〈
著
者
〉
は
こ
の
話
を
上
野
兼
二
郎
か
ら
直
接
聞
い
た
と
す
る

こ
と
で
実
話
で
あ
る
こ
と
を
強
調
し
、
ま
た
同
時
に
自
ら
が
小
説
家
で
あ

る
こ
と
を
逆
手
に
と
っ
て
、
語
を
虚
構
化
す
る
甲
」
と
の
免
罪
符
を
勝
ち
得

て
い
る
と
も
受
け
取
れ
る
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
手
紙
か
ら
逆
照
射
す
れ
ば
、

冒
頭
に
配
さ
れ
た
、
〈
著
者
V
が
乳
母
か
ら
語
を
聞
い
た
と
す
る
枠
組
み

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
ヱ

が
虚
構
だ
と
露
呈
し
て
し
ま
う
の
で
あ
り
、
そ
れ
の
み
な
ら
ず
「
著
者
の

書
翰
」
に
つ
い
て
も
、
単
行
本
化
に
際
し
巻
頭
に
再
掲
さ
れ
た
時
、
発
表

形
態
に
即
応
す
る
形
で
文
面
が
変
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば

初
出
誌
で
は
手
紙
の
末
尾
に
〈
百
花
園
四
冊
御
届
申
候
〉
と
あ
っ
た
の
が
、

初
版
本
で
は
〈
別
封
一
冊
入
御
覧
候
〉
と
な
っ
て
い
る
と
い
う
具
合
で
あ

る
。
つ
ま
り
、
「
南
無
阿
弥
陀
仏
」
で
問
題
に
さ
れ
て
い
る
の
は
、
物
語

の
ま
こ
と
ら
し
さ
な
の
で
あ
る
。
〈
著
者
V
は
物
語
の
実
話
性
を
保
証
す

る
た
め
に
作
品
内
で
積
極
的
に
行
動
す
る
の
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
は
「
夏

痩
」
で
く
朋
友
V
が
話
す
内
容
を
く
著
者
に
語
る
ま
・
に
綴
V
っ
た
と
前

置
き
す
る
場
合
も
同
様
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
く
著
者
V
は
、
世

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
み
　
め

を
は
か
な
み
涙
を
流
す
人
物
（
「
南
無
阿
弥
陀
仏
」
一
、
〈
容
貌
よ
り
心
〉
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
わ
か
き
を
と
こ

い
っ
て
淫
婦
を
憎
む
く
年
少
V
一
「
夏
痩
」
一
と
い
う
作
中
に
用
意
さ
れ
た

文
脈
に
お
い
て
そ
の
存
在
を
位
置
付
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
彼
ら
は
い
わ

ば
世
問
の
代
弁
者
な
の
で
あ
り
、
ゆ
え
に
我
々
は
、
そ
こ
に
紅
葉
と
い
う

作
者
と
く
著
者
V
と
を
結
ぶ
直
接
的
な
通
路
を
昆
出
す
こ
と
は
要
請
さ
れ

て
は
い
な
い
と
い
え
よ
う
。

　
し
か
し
、
「
伽
羅
枕
」
に
は
話
の
導
入
σ
役
割
を
果
た
す
よ
う
な
〈
著

者
〉
は
登
場
し
な
い
。
代
わ
り
に
〈
ま
た
し
て
も
女
物
語
。
〉
と
い
う
唐

突
な
一
文
で
始
ま
り
、
読
み
手
が
そ
れ
ま
で
の
紅
葉
作
品
の
読
者
で
あ
る

こ
と
が
前
提
に
な
っ
て
い
る
。
言
い
換
え
れ
ば
「
伽
羅
枕
」
の
〈
著
者
〉

は
、
よ
り
直
接
的
に
作
者
・
紅
葉
と
の
通
賂
を
持
つ
人
物
と
し
て
存
在
し

て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
だ
が
、
こ
う
し
た
白
己
劇
化
が
可

能
と
な
る
た
め
に
は
、
紅
葉
が
白
ら
の
作
者
イ
メ
ー
ジ
を
明
確
に
意
識
す

る
契
機
が
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
硯
友
社
の
社
幹
と
し
て
『
我
楽
多
文
庫
』
・

『
文
庫
』
等
の
機
関
雑
誌
を
主
宰
し
、
明
治
二
十
二
年
末
に
は
『
読
売
新

聞
』
に
活
動
の
拠
点
を
持
つ
よ
う
に
な
る
な
ど
、
紅
葉
の
活
躍
の
場
が
飛

躍
的
に
拡
が
っ
て
い
た
こ
と
を
思
え
ば
、
ま
さ
に
そ
う
し
た
時
期
に
書
か

れ
た
〕
兀
禄
狂
」
一
『
国
民
新
聞
』
明
治
2
3
・
5
・
9
、
署
名
は
紅
葉
山
人
一

は
紅
葉
が
自
身
の
イ
メ
ー
ジ
を
定
着
さ
せ
た
有
力
な
文
章
の
一
つ
で
は
な

か
っ
た
ろ
う
か
。
紅
葉
は
、
〈
万
事
新
し
か
る
べ
き
世
の
中
〉
に
、
〈
西
鶴

が
唾
に
酔
ひ
て
天
下
此
外
の
作
者
眼
に
入
ら
ず
〉
と
言
い
、
さ
ら
に
は
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〈
十
余
年
間
の
新
学
問
、
す
べ
て
画
餅
〉
と
ま
で
言
い
放
つ
一
実
際
こ
の

後
帝
犬
を
退
学
し
て
い
る
）
。
そ
し
て
、
次
の
よ
う
に
作
家
と
し
て
の
態

度
表
明
を
す
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
い
と
，
・
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な
く
こ
・
ろ

壁
の
中
な
る
竈
馬
の
哀
と
い
ふ
も
、
人
は
そ
の
嶋
心
を
知
ら
で
聞
く

な
り
。
蝶
の
飛
ぶ
も
凧
の
吹
く
も
、
其
意
は
そ
の
物
に
あ
ら
ず
し
て

誰
が
暁
る
べ
き
。
わ
が
胸
中
箇
一
点
光
あ
り
て
、
あ
る
時
は
紙
子
着

て
廓
に
さ
ま
よ
ひ
、
五
助
が
享
の
肩
に
泣
き
、
ま
た
編
笠
深
ぐ

と
冠
り
て
騰
夜
に
お
藤
が
軒
に
仔
む
。
わ
れ
を
元
禄
の
狂
人
と
申
せ
、

そ
れ
も
よ
し
。

　
こ
こ
に
登
場
す
る
五
助
と
は
『
読
売
新
聞
』
に
連
載
し
た
「
紅
懐
紙
」

一
明
治
2
2
・
皿
・
2
3
－
2
6
）
の
男
主
人
公
、
お
藤
と
は
こ
の
文
が
掲
載
さ

れ
る
一
ヶ
月
前
ま
で
同
紙
に
連
載
し
て
い
た
「
お
ぼ
ろ
舟
」
一
明
治
2
3
・

3
・
2
0
－
4
・
7
）
で
、
は
か
な
い
死
を
と
げ
た
女
主
人
公
の
こ
と
で
あ

る
。
紅
葉
は
、
人
の
〈
意
〉
を
知
る
べ
く
身
を
や
つ
し
て
巷
を
俳
個
し
、

風
流
の
痴
れ
者
を
気
取
る
と
い
う
姿
を
通
し
て
作
者
イ
メ
ー
ジ
を
立
ち
上

げ
て
い
る
わ
け
だ
が
、
す
る
と
老
女
の
語
を
聞
き
に
行
く
作
者
の
姿
を
伝

え
る
「
伽
羅
枕
」
広
告
文
と
は
、
こ
う
し
た
元
禄
狂
ぶ
り
を
ア
ピ
ー
ル
し

た
も
の
と
し
て
受
け
取
る
こ
と
も
可
能
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
ま
た
、
「
伽

羅
枕
」
が
、
作
者
・
紅
葉
と
、
作
中
の
〈
著
者
〉
と
が
等
号
で
結
ば
れ
た

地
点
で
書
か
れ
た
も
の
だ
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
よ
う
。

　
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
「
伽
羅
枕
」
に
お
け
る
〈
著
者
〉
の
位
相
こ
そ

が
、
ま
ず
は
問
わ
れ
る
べ
き
も
の
に
な
る
は
ず
で
あ
る
。

二

　
「
伽
羅
枕
」
連
載
前
後
の
『
読
売
新
聞
』
を
見
て
行
く
と
、
好
古
家
と

呼
ば
れ
る
人
々
の
投
書
が
度
々
掲
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
気
付
く
。
た
と

え
ば
、
明
治
二
十
三
年
六
月
一
日
に
は
笹
の
家
と
号
す
人
物
が
、
「
自
抽

子
静
女
の
墓
に
就
て
」
を
寄
せ
、
諸
書
を
紐
解
き
、
静
御
前
の
足
跡
を
列

記
し
、
〈
何
れ
が
是
非
か
V
と
読
者
に
間
い
掛
け
て
い
る
。
ま
た
七
月
六
日
に

は
好
古
堂
「
近
松
門
左
衛
門
の
墓
に
就
て
」
が
寄
せ
ら
れ
、
著
名
人
た
ち

に
興
味
が
む
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
二
十
七
日
に
は
坪
内
追

遥
（
追
遥
閑
人
）
「
掃
墓
余
筆
」
が
掲
載
さ
れ
た
。
追
遥
は
二
十
二
日
に

寄
せ
ら
れ
た
高
橋
祐
吉
「
小
石
川
牛
込
両
区
内
有
名
墳
墓
」
に
触
発
さ
れ

〈
余
亦
従
来
掃
墓
の
一
癖
あ
り
今
や
同
感
の
士
あ
る
を
喜
び
曽
て
録
す
る

所
を
抄
し
逐
次
好
古
者
の
観
に
供
せ
む
と
す
〉
と
言
い
、
国
学
者
加
藤
千

蔭
ら
江
戸
の
文
人
墨
客
の
墓
を
散
策
し
て
調
べ
た
記
録
を
披
露
し
て
み
せ

る
。
こ
の
よ
う
な
考
証
流
行
は
、
公
に
お
け
る
国
史
編
纂
の
動
き
と
無
関

係
で
は
あ
る
ま
い
。
帝
国
大
学
に
史
文
学
科
が
開
設
さ
れ
た
の
は
二
十
二

年
六
月
で
あ
り
、
十
一
月
に
は
歴
史
学
会
と
し
て
史
学
会
が
設
立
さ
れ
た
。

そ
し
て
官
撰
国
史
『
大
日
本
編
年
史
』
編
纂
に
も
携
わ
っ
て
い
た
帝
大
教

授
重
野
安
緯
は
、
赤
穂
浪
士
の
事
件
を
実
証
し
た
最
初
の
試
み
で
あ
る
『
赤

穂
義
士
実
語
』
一
重
野
口
述
・
西
村
時
彦
編
述
、
明
治
2
2
・
1
2
一
を
刊
行

し
、
そ
の
巻
頭
に
彩
し
い
数
の
参
考
文
献
を
あ
げ
、
そ
れ
ら
は
史
料
的
価

値
に
基
づ
い
て
分
類
さ
れ
て
も
い
る
。
ま
た
、
水
戸
系
の
旧
幕
臣
た
ち
に

よ
る
江
戸
考
証
の
た
め
の
江
戸
会
が
結
成
さ
れ
、
機
関
誌
『
江
戸
会
雑
誌
』

（
明
治
2
2
・
6
－
7
）
、
『
江
戸
会
誌
』
（
明
治
2
2
・
8
－
2
3
・
1
2
一
も
発

刊
さ
れ
た
。
そ
の
内
容
は
幕
府
制
度
・
外
交
・
財
務
・
宗
教
・
学
術
、
遊
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廓
等
を
含
め
た
風
俗
で
あ
り
、
文
献
蒐
集
の
み
な
ら
ず
、
古
老
の
話
に
ま

で
及
び
、
い
わ
ば
江
戸
期
の
政
治
・
文
化
が
、
記
録
さ
れ
保
存
さ
れ
る
べ

き
も
の
と
し
て
昆
出
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
甲
」
の
時
期
の
人
々
が
、
維

新
を
、
そ
し
て
徳
川
の
世
を
直
視
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
の
に
は
、
や
は

り
明
治
二
十
二
年
二
月
の
帝
国
憲
法
発
布
に
伴
う
維
新
の
反
逆
者
た
ち
へ

の
大
赦
の
実
施
が
大
き
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
逆
賊
と
さ
れ
て
い
た
西
郷

隆
盛
は
維
新
の
功
績
を
認
め
ら
れ
従
五
位
と
な
り
、
戊
辰
戦
争
は
劇
や
パ

ノ
ラ
マ
と
な
っ
て
人
々
に
屍
ら
れ
る
対
象
と
な
る
。
「
上
野
戦
争
」
を
演

じ
た
五
世
尾
上
菊
五
郎
は
、
自
宅
に
元
彰
義
隊
の
指
揮
者
を
招
き
寄
せ
〈
当

時
現
状
の
有
様
並
に
戦
争
の
模
様
よ
り
勇
士
の
実
伝
〉
を
聞
き
、
真
に
近

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
8
一

か
ら
ん
こ
と
を
期
し
た
と
い
い
、
ま
た
パ
ノ
ラ
マ
は
あ
ま
り
に
も
実
景
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
9
一

近
く
、
人
々
を
驚
か
せ
た
と
い
う
。

　
以
上
の
よ
う
な
情
況
を
背
景
に
掘
え
る
と
、
「
伽
羅
枕
」
に
お
け
る
〈
著

者
〉
の
あ
る
企
図
が
見
え
て
く
る
。
作
中
、
佐
太
夫
の
年
齢
が
細
か
く
記

さ
れ
、
時
に
は
具
体
的
な
日
に
ち
に
ま
で
及
び
、
ま
た
吉
原
風
俗
も
描
き

こ
ま
れ
る
。
つ
ま
り
、
〈
現
存
の
老
女
〉
の
〈
色
繊
悔
〉
を
〈
直
写
〉
す

る
こ
と
は
、
古
老
の
語
を
筆
記
し
保
存
し
よ
う
と
す
る
考
証
に
ほ
か
な
ら

な
い
。
こ
う
し
た
志
向
が
も
っ
と
も
よ
く
現
れ
て
い
る
の
は
、
遊
客
と
の

エ
ピ
ソ
ー
ド
の
中
で
も
比
較
的
犬
き
く
扱
わ
れ
て
い
る
但
馬
屋
宗
兵
衛

（
田
島
弦
左
衛
門
）
の
話
一
二
十
；
三
十
五
）
を
め
ぐ
っ
て
で
あ
ろ
う
。

こ
の
話
が
完
結
し
た
八
月
八
日
か
ら
四
日
後
（
十
二
日
一
、
連
載
中
の
「
伽

羅
枕
」
と
同
紙
面
に
、
〈
徳
太
郎
〉
と
紅
葉
の
本
名
が
署
名
さ
れ
た
硯
友

杜
員
宛
の
書
簡
が
「
新
腰
越
状
」
と
題
し
て
掲
載
さ
れ
、
江
の
島
で
の
海

水
浴
の
様
子
が
面
自
お
か
し
く
語
ら
れ
た
後
に
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い

る
の
で
あ
る
。

こ
れ
よ
り
但
馬
屋
宗
兵
衛
浪
宅
の
場
と
い
ふ
所
ハ
両
三
日
中
の
後
報

に
譲
り
申
し
候

　
し
か
も
、
一
」
の
書
簡
の
後
付
が
く
八
月
八
日
V
と
な
っ
て
お
り
、
宗
兵

衛
の
話
が
完
結
し
た
日
と
丁
度
重
な
る
。
要
す
る
に
読
者
は
、
数
日
前
に

語
ら
れ
た
作
中
世
界
を
考
証
し
て
歩
く
く
著
者
V
の
姿
を
、
こ
の
書
簡
か

ら
想
像
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
（
た
だ
し
、
こ
の
計
画
は
潰
え
て

し
ま
っ
た
の
か
、
そ
の
報
告
を
読
者
が
聞
く
こ
と
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る

が
）
。

　
ま
た
、
こ
の
時
期
の
考
証
が
客
観
的
事
実
の
裏
付
け
を
第
一
と
す
る
近

代
的
知
に
促
さ
れ
た
側
面
を
持
つ
こ
と
は
確
か
だ
が
、
文
学
・
美
術
の
側

に
お
い
て
は
同
時
に
過
去
へ
の
ノ
ス
タ
ル
ジ
ー
を
伴
い
、
そ
れ
が
粋
と
い

う
美
的
基
準
を
文
明
批
判
の
コ
ー
ド
と
し
て
再
発
見
す
る
こ
と
に
繋
が
り

も
す
る
。
た
と
え
ば
、
内
田
魯
庵
一
藤
阿
弥
一
の
東
京
探
索
記
「
梅
晃
ず

の
記
」
が
明
治
二
士
二
年
二
月
九
日
か
ら
十
九
日
に
か
け
て
『
国
民
新
聞
』

付
録
と
し
て
全
四
回
連
載
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
は
、
西
鶴
流
行
の
真
の
立

役
者
で
も
あ
る
淡
島
寒
月
や
、
こ
の
時
『
国
民
新
聞
』
の
挿
絵
画
家
で
あ
っ

た
久
保
田
米
倦
と
と
も
に
、
馬
頭
観
音
、
法
源
寺
、
木
母
寺
な
ど
を
訪
れ
、

　
　
　
　
　
　
す
ゐ
さ
ま

東
京
に
残
る
〈
粋
様
〉
を
尋
ね
歩
く
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
随
所
に
名

所
記
や
地
名
考
が
引
用
さ
れ
、
考
証
随
筆
の
ス
タ
イ
ル
が
採
ら
れ
て
も
い

る
。
そ
し
て
、
今
や
失
わ
れ
た
粋
、
花
川
戸
の
助
六
の
よ
う
な
く
江
戸
つ

子
V
の
名
残
を
求
め
て
俳
個
し
、
古
老
の
話
を
聞
き
に
行
こ
う
と
し
た
り
、

文
人
墨
客
の
墓
石
を
巡
っ
て
は
古
え
を
思
う
の
で
あ
る
。
こ
の
中
で
魯
庵

は
、
都
市
化
の
波
か
ら
か
ろ
う
じ
て
逃
れ
た
六
地
蔵
に
ふ
れ
て
読
者
に
こ
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う
呼
び
か
け
る
。

　
　
　
　
　
パ
リ
ー
　
　
　
　
　
　
　
　
む
か
し

世
界
の
大
都
巴
黎
の
真
中
に
往
昔
の
残
物
が
保
存
さ
る
・
は
流
石
に

美
術
国
な
り
と
米
健
子
語
ら
れ
し
が
、
こ
の
六
地
蔵
遺
賂
取
拡
げ
の

禍
に
も
洩
れ
て
ガ
ラ
ク
タ
馬
車
の
蜘
臥
の
音
の
中
に
残
り
し
甲
」
そ
幸

ひ
な
れ
ば
市
区
改
正
の
折
に
も
手
厚
く
保
存
さ
れ
た
き
も
の
な
り

（
略
）
好
古
癖
の
方
達
は
態
々
参
詣
あ
り
て
俗
物
の
世
界
を
免
れ
給

へ
か
し

　
東
京
と
い
う
新
都
市
建
設
が
そ
の
土
地
の
歴
史
性
を
無
視
し
、
道
路
取

拡
げ
、
市
区
改
正
と
い
っ
た
西
洋
合
理
主
義
の
発
想
に
お
い
て
な
さ
れ
よ

う
と
す
る
限
り
、
そ
れ
に
対
抗
す
る
の
も
ま
た
西
洋
的
価
値
基
準
た
る
〈
美

術
国
〉
と
い
う
コ
ン
セ
プ
ト
し
か
あ
る
ま
い
。
魯
庵
に
と
っ
て
考
証
と
は
、

古
物
・
遺
跡
を
確
認
す
る
だ
け
で
は
な
く
、
そ
こ
に
歴
史
的
連
続
性
を
見

出
し
、
ま
た
そ
れ
ら
を
美
を
準
拠
枠
に
し
て
読
み
換
え
る
こ
と
に
あ
っ
た
。

そ
れ
が
彼
ら
に
と
っ
て
の
粋
だ
と
い
え
る
。
そ
し
て
魯
庵
の
〈
好
古
癖
の

方
達
〉
と
い
う
読
者
へ
呼
び
か
け
は
、
先
に
も
あ
げ
た
「
掃
墓
余
筆
」
で

追
遥
が
読
者
を
〈
好
古
者
〉
と
呼
ぶ
甲
」
と
や
、
さ
ら
に
は
「
伽
羅
枕
」
を

締
め
括
る
〈
著
者
〉
の
言
葉
と
類
縁
が
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

犬
悟
遺
、
大
発
心
、
そ
の
種
に
は
何
が
成
り
け
む
、
聞
洩
ら
し
つ
れ

ば
実
事
を
誤
ら
む
か
と
て
蛇
足
を
加
へ
ず
。
好
事
士
の
尋
ね
た
ま
は

む
と
な
ら
ば
、
団
子
坂
犬
松
葉
の
寮
に
老
女
な
ほ
住
め
り
。
一
六
十
一

〈
著
者
〉
も
ま
た

〈
好
事
士
〉
の
一
人
で
あ
り
、

先
導
者
で
も
あ
る
。

そ
し
て
紅
葉
が
こ
の
時
期
、
粋
を
称
揚
す
る
人
物
の
一
人
で
あ
っ
た
こ
と

は
、
「
伽
羅
枕
」
連
載
直
前
に
発
刊
さ
れ
た
硯
友
社
の
機
関
雑
誌
が
助
六

の
鉢
巻
の
色
で
も
あ
る
『
江
戸
む
ら
さ
き
』
と
名
付
け
ら
れ
た
こ
と
に
も

昆
易
く
、
ま
た
、
そ
う
し
た
観
念
の
捉
え
難
さ
に
も
触
れ
て
、

　
　
　
　
　
す
ゐ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
つ
う
　
　
　
　
い
　
き

京
大
坂
に
「
粋
」
と
い
ひ
、
此
処
に
「
通
」
「
意
気
」
と
い
ふ
事
、

　
　
し
か
　
　
　
f
・
＾
ひ
に
し
上
ん

古
来
確
乎
と
せ
し
定
義
な
き
ま
・
、
少
年
子
弟
之
に
惑
ひ
て
、
其
骨

　
　
　
　
　
　
よ
す
が
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
め
く
ら

髄
を
識
る
べ
き
方
便
な
く
、
千
変
万
化
の
皮
相
に
眩
み
、
い
つ
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
ツ
ぱ
　
　
　
　
　
　
　
　
わ
ら
ひ
も
の

「
意
気
」
を
仕
損
じ
て
、
適
れ
世
間
の
笑
物
と
な
ら
ぬ
は
な
し
。

（
「
博
覧
会
余
所
見
記
（
其
十
）
」
『
読
売
新
聞
』
明
治
2
3
・
4
・
！
7
）

と
椰
楡
的
に
言
っ
て
い
る
の
だ
が
、
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
「
伽
羅
枕
」

に
は
元
来
、
粋
・
意
気
の
例
証
と
い
う
側
面
も
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。
従
っ
て
佐
太
夫
に
、
西
鶴
作
品
に
登
場
す
る
遊
女
た
ち
の
面
影
が

見
出
せ
る
の
も
当
然
の
こ
と
な
の
か
も
し
れ
な
い
。
作
中
佐
太
夫
の
気
質

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
す
ゐ

に
つ
い
て
、
京
で
育
ち
島
原
の
遊
女
と
な
っ
た
時
は
〈
粋
〉
と
記
さ
れ
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㌧
　
　
⊥
さ

江
戸
吉
原
で
返
り
咲
い
た
時
に
は
〈
意
気
〉
と
あ
る
の
み
な
ら
ず
、
そ
こ

に
〈
侠
気
〉
も
加
わ
り
、
江
戸
気
質
そ
の
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。
佐
太
夫

の
変
化
は
、
あ
た
か
も
遊
廓
に
お
け
る
美
意
識
の
変
遷
を
辿
る
が
如
き
様

相
を
呈
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

　
た
だ
し
、
こ
の
一
」
と
の
み
で
「
伽
羅
枕
」
を
評
価
す
る
な
ら
、
我
々
は

作
者
の
企
図
の
一
端
を
理
解
し
た
だ
け
に
す
ぎ
ま
い
。
な
ぜ
な
ら
そ
れ
は
、

粋
や
意
気
が
、
た
と
え
ば
佐
太
夫
の
口
を
借
り
て
観
念
と
し
て
示
さ
れ
て

い
る
訳
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
う
し
た
美
意
識
が
、
客
観
的
な
考
証

と
い
う
体
裁
を
と
ら
ず
、
生
き
ら
れ
た
経
験
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
が
ゆ
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え
に
、
さ
ま
ざ
ま
な
人
一
物
語
一
を
引
き
寄
せ
る
。
つ
ま
り
、
「
伽
羅
枕
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
シ
ン
ポ
リ
ッ
ク

に
お
け
る
く
直
写
V
と
は
、
佐
太
夫
を
通
し
て
感
じ
ら
れ
る
極
め
て
象
徴
的

な
も
の
を
写
し
取
る
こ
と
だ
と
い
え
よ
う
。
そ
れ
は
ま
た
、
佐
太
夫
の
語

を
語
り
直
す
〈
著
者
〉
に
よ
っ
て
、
彼
女
の
生
き
た
江
戸
が
、
物
語
空
間

と
し
て
の
”
江
戸
”
へ
と
読
み
換
え
ら
れ
て
い
く
行
為
で
も
あ
る
。

三

　
「
伽
羅
枕
」
に
つ
い
て
〈
伝
記
実
を
伝
へ
て
意
馬
の
鞍
を
離
れ
ず
〉
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
1
0
）

川
上
層
山
が
評
し
た
よ
う
に
、
佐
太
夫
は
さ
ま
ざ
ま
な
遊
客
と
関
わ
り
含

う
こ
と
で
、
ま
さ
に
彼
ら
の
意
馬
－
そ
れ
は
主
に
佐
太
夫
へ
の
執
着
と
い

う
形
で
表
わ
れ
る
1
を
引
き
出
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
そ
れ
を

可
能
に
し
て
い
る
の
が
佐
太
夫
の
美
意
識
な
の
だ
が
、
た
と
え
ば
そ
の
言
葉

に
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
　
ね

唯
此
佐
太
夫
は
子
細
あ
つ
て
黄
金
を
好
ま
ず
、
好
男
子
を
好
ま
ず
、

一
癖
も
の
と
の
名
は
廓
中
に
隠
れ
も
な
し
。
情
意
気
張
づ
く
に
し
て

は
随
分
此
命
を
吝
ま
ず
、
見
事
立
派
と
い
は
る
・
ほ
ど
の
事
を
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
　
ね

の
け
、
死
後
末
代
ま
で
吉
原
の
佐
太
夫
は
と
、
黄
金
一
式
の
遊
女
を

ひ
と
　
う
ら
み
ご
と
　
う
ち
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ね
が
ひ

男
の
怨
言
の
中
に
引
か
れ
た
き
身
の
本
願
。
（
二
十
三
）

と
あ
り
、
〈
情
意
気
張
づ
く
に
し
て
は
随
分
此
命
を
吝
ま
ず
V
と
い
う
意
気
、

そ
し
て
侠
気
が
、
佐
太
夫
の
あ
ら
ゆ
る
人
間
関
係
を
貫
い
て
い
く
。
た
だ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
プ
ラ
ス

し
、
そ
う
し
た
意
気
や
侠
気
が
、
す
べ
て
正
イ
メ
ー
ジ
で
働
く
わ
け
で
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
マ
イ
亥
　
　
　
　
　
　
　
　
　
行
）

な
い
。
手
練
手
管
で
相
手
を
願
す
負
イ
メ
ー
ジ
も
あ
り
、
廓
の
主
人
と
相

談
づ
く
で
高
坂
時
雄
か
ら
二
百
両
を
鰯
し
取
る
と
い
う
語
や
、
父
親
が
佐

太
夫
へ
の
恋
着
ゆ
え
に
病
死
し
、
そ
れ
を
恨
む
佐
藤
母
子
に
対
し
て
容
赦

の
な
い
仕
打
ち
を
す
る
と
い
う
話
も
あ
る
。
だ
が
、
先
の
時
雄
は
編
さ
れ

た
と
は
気
付
い
て
お
ら
ず
、
か
え
っ
て
佐
太
夫
に
執
着
し
、
周
囲
も
そ
の

潔
い
振
る
舞
い
に
感
服
す
る
と
い
う
も
の
で
、
決
し
て
不
含
理
な
結
末
に

な
っ
て
は
い
な
い
。
ま
た
佐
藤
母
子
に
つ
い
て
も
、
佐
太
夫
を
恨
む
ゆ
え

と
は
言
い
な
が
ら
、
闇
討
ち
と
い
う
卑
怯
な
手
段
を
と
り
、
武
士
と
い
う

権
威
を
盾
に
取
る
の
に
対
抗
す
る
形
で
、
佐
太
夫
の
侠
気
が
毒
婦
的
側
面

を
も
っ
て
発
動
す
る
の
で
あ
る
。
正
負
い
ず
れ
の
イ
メ
ー
ジ
に
せ
よ
、
意

気
と
侠
気
の
論
理
が
貫
か
れ
る
こ
と
に
変
わ
り
は
な
く
、
相
手
と
の
関
係

性
に
お
、
い
て
い
く
つ
も
の
様
相
を
み
せ
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た

話
の
数
々
が
ど
の
よ
う
に
構
成
さ
れ
て
い
る
か
に
つ
い
て
は
、
紅
葉
が
非

常
に
わ
か
り
や
す
い
比
楡
を
用
い
て
い
る
。
佐
太
夫
が
〈
川
の
橋
〉
で
、

遊
客
が
そ
の
〈
通
行
人
〉
、
〈
橋
と
人
と
の
関
係
は
あ
る
、
が
人
と
人
と
の

関
係
は
な
い
〉
と
い
う
（
前
出
「
作
家
苦
心
談
」
）
。
つ
ま
り
は
「
伽
羅
枕
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
工
．
ヒ
ソ
ー
ド

が
佐
太
夫
を
軸
と
し
た
挿
話
の
連
鎖
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
だ
が
、

こ
の
こ
と
が
も
っ
と
も
顕
著
に
な
る
の
は
江
戸
吉
原
の
遊
客
た
ち
と
の
語

に
及
ぶ
一
十
九
一
以
降
で
あ
る
。
連
載
時
、
土
佐
藩
士
・
小
鈴
木
半
之
丞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
い
　
こ

の
話
一
三
十
六
－
三
十
八
一
は
「
土
手
の
露
」
、
牽
頭
・
高
村
玄
養
の
語

一
三
十
九
）
は
「
客
三
人
十
五
両
」
、
太
田
備
中
守
家
来
・
新
堀
左
内
と

養
子
左
源
太
の
話
一
四
十
六
－
四
十
九
一
は
「
と
か
く
命
は
惜
ま
ぬ
武
士
」

と
小
題
が
付
さ
れ
、
独
立
性
の
高
い
話
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
の
み
な
ら

ず
、
時
に
は
遊
客
が
前
景
化
す
る
の
で
あ
り
、
い
わ
ば
佐
太
夫
は
狂
言
回

し
の
役
も
担
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
そ
の
遊
客
た
ち
に
目
を
向
け
る
な
ら
、
最
初
の
客
で
あ
る
流
大
臣
は
、
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澤
名
通
り
の
醜
い
相
貌
で
人
並
以
上
に
金
を
積
ん
で
も
遊
女
た
ち
に
相
手

に
さ
れ
ず
、
ま
た
高
坂
時
雄
は
く
兎
口
V
、
俵
屋
幸
助
は
く
聾
V
で
あ
り
、

身
体
的
に
負
性
を
帯
び
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
さ
ら
に
水
戸
藩
浪
士
で
あ

る
田
島
弦
左
衛
門
一
宗
兵
衛
一
は
倒
幕
に
関
わ
り
く
一
」
の
世
界
に
居
所
な

き
V
身
の
上
な
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
遊
客
を
引
き
寄
せ
る
佐
太
夫
の
周

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
竈
一

縁
性
に
つ
い
て
、
〈
遊
女
の
一
般
的
特
質
〉
と
す
る
見
方
も
あ
る
が
、
む

し
ろ
、
一
度
は
文
明
と
い
う
名
の
下
に
追
い
や
っ
た
ロ
マ
ネ
ス
ク
な
筋
を
、

「
伽
羅
枕
」
が
甦
ら
せ
て
い
る
ア
」
と
と
係
わ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

た
と
え
ば
、
弦
左
衛
門
（
宗
兵
衛
）
が
、
死
後
妻
子
の
夢
枕
に
立
ち
、
佐

太
夫
と
と
も
に
三
魂
神
社
を
作
る
よ
う
告
げ
た
と
い
う
も
の
、
ま
た
御
家

存
続
の
た
め
に
母
が
放
蕩
す
る
息
子
を
殺
さ
せ
る
と
い
う
も
の
、
そ
し
て

佐
太
夫
を
め
ぐ
る
親
子
鞘
当
の
末
の
切
腹
な
ど
は
、
透
谷
が
〈
往
々
に
し

て
有
り
得
べ
か
ら
ざ
る
が
如
き
事
実
を
写
し
出
す
〉
（
前
出
「
「
伽
羅
枕
」

及
び
「
新
葉
末
集
」
」
）
と
言
う
の
も
頷
け
る
の
で
あ
る
。

　
明
治
二
十
年
前
後
、
小
説
や
演
劇
の
改
良
が
叫
ば
れ
た
時
に
、
も
っ
ぱ

ら
対
象
と
な
っ
た
の
は
、
荒
唐
無
稽
、
か
つ
封
建
時
代
の
残
酷
で
野
蛮
な

　
　
　
　
　
｛
1
3
一

趣
向
で
あ
っ
た
。
紅
葉
も
ま
た
こ
う
し
た
改
良
の
旗
手
と
し
て
小
説
を
書

き
出
し
た
作
者
に
属
す
る
の
で
あ
る
が
、
「
伽
羅
枕
」
に
荒
唐
無
稽
で
あ

る
こ
と
を
排
除
し
よ
う
と
す
る
態
度
は
見
ら
れ
な
い
。
明
治
を
生
き
る
作

者
た
ち
に
と
っ
て
、
そ
の
よ
う
な
趣
向
を
採
用
す
る
場
合
は
、
何
ら
か
の

論
理
的
整
含
性
を
つ
け
る
こ
と
が
条
件
と
な
る
だ
ろ
う
か
。
有
名
な
も
の

と
し
て
は
三
遊
亭
円
朝
が
「
真
景
累
ヶ
淵
」
に
お
い
て
、
怪
談
語
の
荒
唐

無
稽
さ
を
言
い
訳
し
つ
つ
、
幽
霊
を
見
る
の
は
神
経
病
ゆ
え
と
説
明
し
て

み
せ
た
甲
」
と
が
あ
げ
ら
れ
る
が
、
こ
こ
で
は
紅
葉
と
同
時
期
に
続
き
物
作

者
と
し
て
活
躍
し
て
い
た
半
井
桃
水
一
桃
水
痴
史
）
の
一
連
の
仇
討
ち
も

　
　
　
　
　
一
り

の
を
昆
て
み
た
い
。

　
仇
討
ち
が
国
禁
と
さ
れ
た
の
は
明
治
六
年
二
月
七
日
の
こ
と
で
あ
り
、

そ
の
当
時
の
記
事
に
は
、

人
ヲ
殺
ス
ハ
国
ノ
大
禁
ニ
シ
テ
人
ヲ
殺
ス
者
ヲ
罰
ス
ル
ハ
政
府
ノ
公

権
二
候
処
古
来
ヨ
リ
父
兄
ノ
為
二
讐
ヲ
復
ス
ル
ヲ
以
テ
子
弟
ノ
義
務

ト
ナ
ス
ノ
風
習
ア
リ
右
ハ
至
情
不
得
止
二
出
ル
ト
雛
モ
畢
党
私
憤
ヲ

以
テ
大
禁
ヲ
破
リ
私
義
ヲ
以
テ
公
権
ヲ
犯
ス
者
ニ
シ
テ
固
ヨ
リ
檀
殺

ノ
罪
ヲ
免
レ
ズ
（
略
一
依
之
復
讐
厳
禁
被
仰
出
候
条
今
後
不
幸
至
親

ヲ
害
セ
ラ
ル
者
於
有
之
ハ
事
実
ヲ
詳
ニ
シ
速
二
其
筋
へ
可
訴
出
候

　
　
　
　
　
　
（
『
郵
便
報
知
新
聞
』
塑
二
十
八
号
　
明
治
6
・
2
）

と
あ
る
。
過
去
に
は
理
に
適
っ
て
い
る
と
さ
れ
た
仇
討
ち
も
、
行
為
に
力

点
を
置
い
た
殺
人
と
同
一
視
さ
れ
、
開
化
の
論
理
に
よ
り
野
蛮
な
風
習
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
カ
　
タ
　
ル
　
シ
　
ス

昆
な
さ
れ
る
。
こ
れ
で
は
仇
討
ち
が
持
つ
伝
統
的
な
浄
化
作
用
も
成
り
立

た
な
い
。
そ
こ
で
桃
水
が
好
ん
だ
設
定
は
、
父
親
を
対
立
す
る
人
物
に
殺

さ
れ
た
主
人
公
（
時
に
は
そ
れ
に
準
ず
る
人
物
一
が
仇
討
ち
を
す
る
と
い

う
場
合
、
本
来
な
ら
主
人
公
自
身
に
刃
を
持
た
せ
る
と
7
」
ろ
を
、
相
手
を

改
心
さ
せ
る
か
、
自
決
さ
せ
る
か
す
る
の
で
あ
り
、
桃
水
は
そ
れ
を
〈
開

　
　
あ
だ
う
ち

化
の
復
讐
〉
と
呼
ぶ
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
同
じ
く
明
治
の
仇
討
ち
を

扱
っ
た
斎
藤
緑
雨
（
緑
雨
醒
客
一
「
涙
」
（
『
め
さ
ま
し
新
聞
』
明
治
2
1
・

6
・
2
7
－
7
・
8
、
続
き
は
『
東
京
朝
日
新
聞
』
7
・
1
0
－
2
8
一
の
場
合
、

こ
の
開
化
の
論
理
は
悪
人
に
よ
っ
て
皮
肉
な
用
い
ら
れ
方
を
す
る
。
姉
一
初

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ひ
ろ
さ
と

音
一
と
弟
一
文
雄
一
が
父
親
の
仇
で
あ
る
人
物
一
博
達
一
を
討
ち
取
ろ
う

と
す
る
の
だ
が
、
そ
の
時
、
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博
達
呵
々
と
潮
笑
ひ
靱
ハ
汝
ハ
文
雄
よ
な
君
父
の
讐
を
復
す
な
ど
口

実
設
け
て
狼
籍
を
働
き
た
る
ハ
其
昔
し
心
の
狭
き
輩
ら
が
窮
苦
の
余

り
の
戯
れ
な
り
今
開
明
の
世
に
生
れ
人
を
殺
し
て
身
を
も
死
ぬ
愚
か

の
所
為
を
学
ぶ
と
ハ
汝
も
開
け
ぬ
根
性
か
な
（
廿
七
）

と
一
笑
に
付
さ
れ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
こ
の
セ
リ
フ
が
悪
人
に
よ
っ
て

口
に
さ
れ
て
い
る
か
ぎ
り
、
そ
れ
は
当
然
読
者
に
不
含
理
な
感
情
を
抱
か

せ
も
し
よ
う
。
だ
が
し
か
し
、
船
上
で
仇
を
討
っ
た
初
音
は
、
周
囲
の

〈
人
殺
し
〉
と
い
う
叫
び
声
か
ら
逃
れ
る
よ
う
に
海
へ
と
飛
び
込
み
、
自

ら
の
命
を
も
絶
た
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
り
、
緑
雨
が
「
涙
」
と
題

し
た
の
も
、
法
と
い
う
理
で
は
報
わ
れ
な
い
主
人
公
た
ち
を
涙
を
も
っ
て

語
る
こ
と
が
、
彼
ら
へ
の
鎮
魂
と
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。

　
さ
ら
に
は
法
律
を
扱
っ
た
趣
向
、
具
体
的
に
は
裁
判
の
場
な
ど
が
作
中

に
繰
り
込
ま
れ
る
よ
う
に
な
る
。
ま
た
、
開
化
の
論
理
す
な
わ
ち
西
洋
合

理
主
義
そ
の
も
の
を
体
現
し
た
人
物
が
造
形
さ
れ
、
数
多
く
活
躍
す
る
よ

う
に
な
る
の
も
「
伽
羅
枕
」
が
書
か
れ
た
時
期
の
流
行
で
あ
ろ
う
。
洋
行

帰
り
と
い
う
設
定
も
多
い
が
、
何
よ
り
も
憲
法
発
布
前
後
、
政
治
を
志
す

人
物
た
ち
に
代
わ
っ
て
、
法
律
を
学
ぶ
書
生
や
法
学
士
と
い
う
肩
書
き
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
1
5
一

も
つ
才
子
の
活
躍
が
目
立
つ
よ
う
に
な
る
。
な
か
で
も
、
そ
う
し
た
人
物

た
ち
に
悪
を
懲
ら
す
役
が
割
り
振
ら
れ
た
こ
と
は
、
当
然
の
成
り
行
き
で

あ
っ
た
と
い
え
よ
う
か
。
た
と
え
ば
香
川
宝
州
『
一
二
人
構
桃
の
園
』
（
明
治

2
2
・
3
）
で
は
、
法
学
士
と
、
商
人
の
息
子
、
さ
ら
に
維
新
前
に
は
貴
人

だ
っ
た
も
の
の
家
が
瓦
解
し
義
賊
に
な
っ
た
と
い
う
三
人
の
人
物
が
登
場

す
る
。
特
に
こ
の
義
賊
が
中
心
で
、
法
学
士
に
諭
さ
れ
て
改
心
し
、
服
役

後
に
学
者
と
な
り
、
最
後
に
は
先
の
二
人
と
友
情
を
結
び
、
共
に
三
国
志

の
三
傑
に
擬
せ
ら
れ
る
一
大
団
円
が
く
仮
装
会
V
で
あ
る
と
こ
ろ
に
鹿
嶋

館
時
代
の
影
響
が
強
い
こ
と
が
窺
え
る
）
。
た
だ
、
そ
ヲ
」
で
一
つ
気
に
な

る
の
が
、
義
賊
が
学
者
と
な
っ
て
か
ら
見
る
夢
な
の
で
あ
る
。
服
役
中
に

同
じ
囚
徒
か
ら
脱
獄
の
話
が
持
ち
掛
け
ら
れ
る
と
い
う
も
の
で
、
そ
の
時

こ
の
人
物
は
、

今
開
明
の
世
の
中
に
自
分
免
許
で
義
賊
だ
と
か
貧
民
救
助
の
た
め
と

表
面
ば
か
り
は
宜
い
様
だ
が
人
の
財
を
盗
ん
だ
罪
は
帰
す
る
処
は
矢

張
賊
の
汚
名
は
の
が
れ
ぬ
犯
罪
人

と
相
手
を
諭
し
、
一
度
は
理
性
的
に
振
舞
う
か
に
見
せ
な
が
ら
、
つ
い
に

は
脱
獄
し
、
追
手
か
ら
逃
れ
、
再
び
無
法
者
と
し
て
返
り
咲
く
。
法
治
国

家
へ
の
恭
順
を
モ
チ
ー
フ
と
し
て
い
る
こ
の
作
が
抱
え
こ
ん
で
し
ま
っ
た

も
の
、
す
な
わ
ち
伝
統
的
な
物
語
の
主
役
と
も
い
う
べ
き
悪
の
魅
力
が
封

じ
込
め
ら
れ
て
い
く
こ
と
へ
の
ル
サ
ン
チ
マ
ン
が
、
長
々
と
挿
入
さ
れ
る

こ
の
夢
に
見
え
て
く
る
の
で
あ
る
。
だ
が
、
法
学
士
が
体
現
す
る
理
性
の

光
の
下
で
は
、
7
」
う
し
た
悪
は
意
馬
と
兇
な
さ
れ
、
も
は
や
夢
、
そ
し
て

闇
の
中
へ
と
追
い
や
ら
れ
、
抑
圧
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
な
る
。
つ
ま
り
、

開
化
を
演
出
す
る
と
う
い
甲
」
と
は
、
物
語
空
間
を
理
性
が
統
御
す
る
様
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
飛
一

描
き
出
す
こ
と
で
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
一
」
の
よ
う
な
同
時
代
の
動
き
と
は
対
照
的
に
、
「
伽
羅
枕
」
は
意
馬
を

描
き
、
同
時
に
非
合
理
的
な
物
語
を
も
引
き
出
す
の
で
あ
り
、
そ
れ
を
写

す
く
著
者
V
に
何
ら
た
め
ら
い
は
見
ら
れ
な
い
。
い
わ
ば
、
「
伽
羅
枕
」

の
〃
江
戸
”
が
、
明
治
の
開
明
の
世
に
お
い
て
抑
圧
さ
れ
た
物
語
を
解
放
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す
る
場
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
そ
れ
は
、
佐
太
夫
に
迷
う

遊
客
た
ち
の
意
馬
が
、
執
着
す
る
こ
と
か
ら
逃
れ
ら
れ
な
い
そ
の
弱
さ
ゆ

え
に
描
く
べ
き
価
値
の
あ
る
も
の
と
し
て
、
す
な
わ
ち
構
の
物
語
と
し
て

〈
著
者
〉
に
よ
り
眼
差
さ
れ
て
い
た
か
ら
に
他
な
る
ま
い
。
そ
し
て
〈
著

者
〉
．
紅
葉
が
、
佐
太
夫
の
話
を
語
り
直
す
行
為
を
通
し
て
、
江
戸
と
の

連
続
牲
を
生
き
、
開
化
の
今
と
は
別
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
を
昆
出
し
た
時
、
一

見
荒
唐
無
稽
な
物
語
は
、
逆
に
生
き
ら
れ
た
物
語
と
し
て
の
リ
ア
リ
テ
ィ

を
獲
得
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
だ
が
間
題
は
、
そ
の
リ
ア
リ
テ
ィ
を
定
着
す
る
方
法
で
あ
っ
た
。
佐
太

夫
と
い
う
一
人
の
人
間
の
存
在
が
ど
の
よ
う
な
眼
差
し
に
お
い
て
理
解
さ

れ
た
か
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
が
、
彼
女
の
存
在
の
説
得
力
の
強
さ
こ
そ

が
、
物
語
の
リ
ア
リ
テ
ィ
を
支
え
る
要
と
な
っ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
そ

れ
は
、
紅
葉
が
小
説
を
書
く
方
法
と
し
て
身
に
付
け
た
も
の
、
お
そ
ら
く

心
理
学
の
援
用
に
拠
る
と
サ
」
ろ
が
大
き
い
と
考
え
て
い
る
が
、
こ
の
点
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〃
）

つ
い
て
は
稿
を
改
め
て
論
じ
る
つ
も
り
で
あ
る
。

注
↑
）
本
間
久
雄
『
人
及
び
芸
術
家
と
し
て
の
尾
崎
紅
葉
』
（
犬
正
7
・
3
　
新
潮
社
）
、
暉

　
　
峻
康
隆
「
紅
葉
と
西
鶴
」
一
『
明
治
犬
正
文
学
研
究
』
昭
和
2
7
・
η
）
等
。

一
2
）
安
藤
司
「
『
伽
羅
枕
』
論
」
一
専
修
犬
学
大
学
院
文
学
研
究
科
畑
研
究
室
『
紅
葉
文
学

　
　
の
諸
相
』
所
収
　
平
成
雀
・
3
）
、
佐
伯
順
予
「
「
好
色
」
か
ら
夫
婦
愛
へ
1
尾
崎
紅

　
　
葉
」
（
『
「
色
」
と
「
愛
」
の
地
較
文
化
史
』
所
収
　
平
成
平
－
　
岩
波
書
店
）
等
。

一
3
一
注
一
1
）
本
間
前
掲
書
。

一
4
）
た
と
え
ば
内
田
魯
庵
「
「
伽
羅
枕
」
」
一
『
国
民
之
友
』
明
治
2
4
・
ー
ユ
・
1
3
一
に
〈
思
ふ
に
是

　
　
れ
紅
葉
山
人
の
コ
代
女
」
な
ら
む
〉
と
あ
る
。

（
5
一
こ
の
時
期
、
西
鶴
流
行
熱
が
絶
頂
を
迎
え
て
お
り
、
そ
の
爆
発
的
な
流
行
ゆ
え

　
　
に
、
古
本
屋
か
ら
酉
鶴
本
が
消
え
、
高
価
な
値
が
付
き
始
め
た
と
い
う
報
告
も

一
6
）

一
7
一

1王 10 9 813 12
一
1
4
一

一
1
5
一

な
さ
れ
る
ほ
ど
で
あ
っ
た
（
元
禄
堂
主
人
「
古
本
相
場
」
、
『
国
民
新
聞
』
明
治
2
3
・

5
・
2
1
一
。

〈
著
者
〉
の
実
体
化
に
つ
い
て
言
及
す
る
関
肇
「
紅
葉
文
学
の
界
面
－
活
字
泄
界
に

お
け
る
作
者
と
読
者
－
」
（
『
国
語
と
国
文
学
』
平
成
1
2
・
5
）
は
、
W
－
J
・
オ
ン
グ

『
声
の
文
化
と
文
字
の
文
化
』
一
桜
弁
直
文
ほ
か
訳
、
平
成
3
・
1
0
　
藤
原
書
店
）
を

援
用
し
つ
つ
〈
見
知
ら
ぬ
読
者
と
の
虚
構
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
自
明
化
し

て
い
な
い
活
字
文
化
の
形
成
段
階
に
お
い
て
は
、
誰
が
誰
に
向
か
っ
て
語
っ
て

い
る
の
か
を
顕
示
す
る
必
要
が
あ
る
〉
と
し
、
〈
読
者
の
位
置
は
、
聞
き
手
と
し
て

の
「
著
者
」
の
位
置
に
重
な
る
〉
と
す
る
観
点
か
ら
、
「
南
無
阿
弥
陀
仏
」
「
夏
痩
」

「
伽
羅
枕
」
に
差
異
を
設
け
て
い
な
い
が
、
本
論
は
作
者
イ
メ
ー
ジ
の
形
成
期
に

お
い
て
〈
著
者
〉
が
最
後
に
登
場
す
る
俵
晶
と
し
て
「
伽
羅
枕
」
の
特
異
性
を
考
察
す

る
も
の
で
あ
る
。

紅
葉
は
「
作
家
苦
心
談
」
の
申
で
、
〈
ば
あ
や
の
あ
る
の
は
事
実
ぢ
や
な
い
〉
と
明

か
し
て
い
る
。

雑
報
「
上
野
戦
争
の
説
明
」
（
『
読
売
新
聞
』
明
治
2
3
・
5
・
1
3
）

雑
報
「
パ
ノ
ラ
マ
館
の
懐
旧
」
（
『
読
売
新
聞
』
明
治
2
3
・
5
・
3
1
）

川
上
眉
山
「
序
」
（
再
版
『
伽
羅
枕
』
明
治
2
5
・
↓

注
一
2
一
佐
伯
前
掲
書
は
、
佐
太
夫
に
つ
い
て
く
遊
女
に
ま
つ
わ
る
負
の
イ
メ
ー
ジ

を
凝
縮
し
た
存
在
V
と
指
摘
し
て
い
る
。

注
一
2
一
安
藤
前
掲
論
文
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ノ
サ
エ
ル

坪
内
追
遥
『
小
説
神
髄
』
（
明
治
1
8
・
9
－
1
9
・
4
）
は
く
小
説
v
に
と
っ
て
戒
め
る
べ

き
は
〈
荒
唐
な
る
脚
色
を
弄
す
〉
一
」
と
だ
と
い
う
。

「
春
の
一
枝
」
一
『
絵
入
薗
由
新
聞
』
明
治
2
0
・
1
0
頃
、
初
版
2
4
・
3
一
÷
新
編
開
化
の
復

讐
」
一
『
絵
入
自
由
新
聞
』
明
治
2
1
・
1
・
5
－
不
詳
、
初
版
孕
3
一
・
「
唖
襲
子
」
一
『
東

京
朝
日
新
聞
』
明
治
2
2
・
3
・
m
－
雀
・
1
7
）
「
海
王
丸
」
一
『
東
京
朝
日
新
聞
』
明
治
2
2
・

u
・
2
6
－
皿
・
2
9
）
等
。

法
学
生
と
い
う
設
定
の
人
物
に
は
、
山
田
美
妙
「
花
ぐ
る
ま
」
一
『
都
の
花
』
明
治

2
1
．
1
0
－
2
2
，
2
一
の
来
間
力
造
、
咲
花
ま
だ
き
「
万
年
青
の
鉢
植
」
一
『
や
ま
と
新

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
右
」
」
リ

聞
』
同
2
1
．
5
．
4
－
1
9
）
の
伊
勢
基
、
武
田
仰
天
子
「
水
の
余
波
」
（
『
都
の
花
』
圃

2
3
．
4
－
6
・
！
5
一
の
竹
島
な
ど
が
い
る
。
そ
し
て
、
法
学
生
か
ら
代
言
人
に
な
る

と
い
う
設
定
に
は
、
坪
内
遭
蓬
『
義
一
籔
当
世
書
生
気
質
』
一
同
1
8
・
6
－
1
9
・
1
一
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一
1
6
一

一
1
7
）

の
守
山
友
芳
、
石
橋
忍
月
『
憂
憂
捨
小
舟
』
一
同
肌
・
3
一
の
河
弁
金
蔵
、
柳
洲
散

史
『
美
人
之
演
説
』
一
同
2
！
・
4
一
の
松
野
緑
二
、
花
の
や
紅
『
恋
路
の
迷
』
一
同
2
2
・

8
一
の
園
都
清
な
ど
が
あ
げ
ら
れ
よ
う
。
ま
た
、
女
代
言
人
を
描
い
た
春
亭
花
友

一
丸
岡
九
華
一
「
未
来
の
細
君
」
一
『
都
の
花
』
同
2
3
・
4
－
5
一
も
あ
る
。

こ
う
し
た
開
化
の
光
は
、
義
賊
に
限
ら
ず
毒
婦
に
も
及
ぶ
。
彩
霞
園
柳
香
『
蔦
紅

葉
函
根
夕
霧
』
一
明
治
2
2
・
8
）
で
は
、
毒
婦
に
よ
る
御
家
乗
っ
取
り
が
、
洋
行
帰

り
の
学
者
に
よ
っ
て
阻
止
さ
れ
、
毒
婦
は
箱
根
の
山
へ
と
遣
い
や
ら
れ
て
し
ま

う
の
で
あ
る
。
ち
な
み
に
紅
葉
は
「
夏
痩
」
の
中
で
、
淫
婦
と
は
知
ら
ず
に
華
族

の
娘
と
結
婚
し
て
し
ま
う
人
物
を
法
学
士
と
設
定
し
て
お
り
、
そ
こ
に
理
性
の

人
で
あ
る
彼
ら
が
真
実
を
見
抜
け
な
い
と
い
う
皮
肉
を
効
か
せ
た
と
い
う
こ
と

は
言
え
る
だ
ろ
う
。

「
伽
羅
枕
」
以
前
に
見
ら
れ
る
心
理
学
の
援
用
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
貞
婦
の

一
］
二
ろ

〈
心
理
〉
－
尾
崎
紅
葉
「
夏
痩
」
論
」
（
『
稿
本
近
代
文
学
』
平
成
u
・
犯
）
で
論
じ
て
い
る
。

一
ば
ば
　
み
か

筑
波
大
学
大
学
院
博
士
課
程

文
芸
・
言
語
研
究
科
日
本
文
学
一
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