
「
薮
　
の
　
鸞
」
　
試
　
論

明
治
二
十
年
頃
の
文
壇
の
中
心
に
あ
っ
た
の
は
、
饗
庭
箆
村
と
須

藤
南
翠
と
で
あ
っ
た
。
箕
村
の
小
説
に
は
、
当
時
の
新
し
い
女
性
観
、

あ
る
い
は
結
婚
の
あ
り
方
を
取
上
げ
た
も
の
が
あ
り
、
ま
た
高
率
に

も
政
治
小
説
め
い
た
も
の
が
あ
っ
て
、
多
少
と
も
時
代
の
空
気
を
反

映
し
て
い
る
し
、
啓
蒙
的
な
意
図
や
情
熱
を
見
出
だ
す
こ
と
も
で
き

る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
ら
は
、
作
者
の
生
活
の
探
究
や
主
体
的
な
認

識
の
裏
付
け
を
も
つ
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
や
は
り
、
戯
作
者
的
な

世
相
風
俗
の
傍
観
に
ょ
る
と
こ
ろ
が
多
く
、
従
っ
て
そ
の
批
判
的
態

度
、
啓
蒙
的
憲
誠
に
も
、
古
い
も
の
が
つ
き
ま
と
う
結
果
に
な
っ
て

い
る
。
箋
村
の
と
っ
た
中
庸
主
義
も
、
近
代
的
な
自
覚
の
上
に
形
成

さ
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
当
時
の
風
俗
を
現
象
的
に
見
て
、
新
と
旧

と
の
中
間
を
行
く
と
い
う
曖
味
な
も
の
に
終
ら
ね
は
な
ら
な
か
っ
た
。

当
時
、
こ
う
い
う
古
い
戯
作
の
伝
統
に
立
っ
た
作
者
と
は
別
に
、

西
欧
近
代
の
学
問
を
学
び
、
新
し
い
人
間
像
を
形
成
し
っ
つ
あ
っ
た

若
い
人
々
に
よ
っ
て
、
人
生
の
諸
問
題
を
追
求
す
る
よ
う
な
作
品
が

「
薮
　
の
　
驚
」
　
試
論

和

　

田

　

繁

　

二

　

郎

彊
彊
講
評
講
誌
発
議

隷
）
に
も
そ
の
要
素
は
認
め
ら
れ
る
し
、
ま
た
「
妹
と
背
か
が
み
」

（
㌫
詫
）
に
も
、
そ
の
結
末
の
悲
劇
性
に
も
か
か
わ
ら
ず
結
婚
の

理
想
に
つ
い
て
示
唆
す
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
に
は
、
ま
だ

多
分
に
戯
作
的
な
風
俗
描
写
や
、
偶
然
性
の
多
い
プ
ロ
ッ
ト
を
認
め

得
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
を
か
な
り
拭
い
去
っ
て
、
若
い
人
達
の
、

人
生
如
何
に
生
く
べ
き
か
の
追
求
を
目
指
し
た
作
品
が
、
こ
の
二
十

年
代
に
入
る
と
と
も
に
散
見
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
こ
に
二
葉
亭
、

嵯
峨
の
屋
な
ど
の
作
品
を
見
出
す
の
で
あ
る
が
、
い
ま
こ
こ
に
と
り

あ
げ
よ
う
と
す
る
　
「
薮
の
鸞
」
も
、
そ
の
一
つ
に
数
え
ら
れ
て
よ
い

作
品
だ
と
思
う
。

「
薮
の
篤
」
　
は
、
花
園
の
二
十
歳
の
年
、
明
治
二
十
一
年
の
六
月
、

金
港
堂
よ
り
刊
行
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

こ
の
執
筆
の
動
機
は
、
後
に
花
園
み
ず
か
ら
語
る
と
こ
ろ
に
よ
れ

・



ば
、
一
つ
は
金
銭
を
得
る
た
め
で
あ
っ
た
と
い
う
。
つ
ま
り
当
時
田

辺
家
は
家
産
が
傾
い
て
、
死
ん
だ
花
園
の
兄
の
一
周
忌
も
行
え
な
い

始
末
で
あ
っ
た
。
そ
れ
を
知
っ
た
彼
女
が
、
病
床
に
あ
り
な
が
ら
、

多
少
と
も
金
に
な
る
な
ら
ば
と
思
っ
て
書
き
は
じ
め
た
と
い
う
。

こ
れ
は
外
的
な
動
機
で
あ
る
が
、
内
的
な
も
の
と
し
て
は
、
彼
女

の
文
学
へ
の
愛
好
心
が
あ
げ
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
「
薮
の
篤
」
の
序
文

に
よ
る
と
、
彼
女
は
六
歳
や
七
歳
の
頃
か
ら
小
説
を
好
ん
で
、
母
に

そ
の
読
み
説
き
を
ね
だ
っ
た
こ
と
が
あ
っ
た
が
、
後
に
学
ぶ
べ
き
こ

と
が
多
く
な
り
、
あ
ま
り
小
説
に
接
す
る
機
会
が
な
か
っ
た
が
、
風

邪
を
引
い
て
臥
っ
て
い
る
間
に
、
た
ま
た
ま
進
達
の
「
書
生
気
質
」

を
読
ん
だ
と
こ
ろ
が
、
大
変
面
白
く
て
、
と
う
と
う
そ
の
文
体
に
習

っ
て
、
自
分
も
小
説
を
書
い
て
み
よ
う
と
い
う
気
韓
が
お
こ
っ
て
き

て
書
い
た
の
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
前
記
の
花
園
の
談
に
よ
れ
ば
、

「
こ
れ
位
な
ら
ば
書
け
る
と
思
ひ
」
書
い
た
と
い
う
。

右
の
序
文
に
は
、
つ
づ
い
て
、
執
筆
中
、
お
よ
び
発
刊
に
至
る
事

情
が
簡
潔
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
彼
女
は
、
小
説
と
い
う
も
の
は
、

事
実
に
即
さ
ね
ば
な
ら
な
い
と
は
知
っ
て
い
た
が
、
世
間
の
下
情
に

つ
い
て
は
判
ら
ぬ
こ
と
ば
か
り
な
の
で
、
下
男
た
ち
に
色
々
と
聞
き

な
が
ら
書
き
進
め
て
い
っ
た
。
そ
の
た
め
小
説
を
書
い
て
い
る
こ
と

が
両
親
に
知
ら
れ
て
し
ま
っ
た
。
両
親
は
、
小
説
を
善
く
な
ど
は
つ

ま
ら
ぬ
こ
と
だ
け
れ
ど
も
、
書
い
て
み
た
の
な
ら
ば
進
達
に
見
て
も

ら
っ
た
ら
ど
う
か
と
言
っ
た
の
で
、
進
達
の
と
こ
ろ
に
持
っ
て
行
っ

二

た
。
と
こ
ろ
が
、
大
変
は
め
ら
れ
、
盲
蛇
の
思
い
も
す
る
が
、
発
表

す
る
気
に
な
っ
た
と
言
う
の
で
あ
る
。

喜
美
進
達
が
讃
め
た
こ
と
は
た
し
か
で
あ
っ
て
、
こ
れ
に
寄
せ
て

い
る
進
通
の
序
文
を
見
れ
ば
明
か
で
あ
る
。
（
こ
れ
は
書
簡
の
体
裁

に
な
っ
て
い
る
。
）
　
例
え
は
「
マ
ダ
ム
ダ
ア
プ
レ
ー
の
稚
さ
時
の
筆

の
は
こ
び
も
そ
ぞ
ろ
に
思
い
出
だ
さ
れ
て
敬
服
に
不
堪
、
当
世
怖
ろ

し
や
と
た
ゝ
へ
申
侯
。
か
く
て
ゆ
く
ゆ
く
御
出
滞
遊
ば
さ
れ
候
は
ば
、

私
な
ど
は
申
ま
で
も
な
く
立
派
な
る
方
々
も
恐
入
る
べ
し
と
存
じ
ま

ゐ
ら
せ
候
」
と
言
っ
て
い
る
。
も
っ
と
も
、
少
し
手
を
入
れ
る
べ
き

と
こ
ろ
が
な
い
わ
け
で
は
な
か
っ
た
の
で
、
二
三
手
を
入
れ
た
と
は

言
っ
て
い
る
が
、
か
な
り
大
業
な
は
め
言
葉
を
呈
し
た
も
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
当
時
と
し
て
は
、
う
ら
若
い
女
性
の
作
と
し
て
、
極
め
て

上
出
来
の
作
で
あ
っ
た
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。

こ
の
作
品
の
テ
ー
マ
は
、
当
時
の
若
い
女
性
の
生
き
方
如
何
に
あ

る
。
そ
れ
は
皮
相
な
欧
風
模
倣
の
頑
廃
を
否
定
し
、
つ
つ
ま
し
や
か

で
し
か
も
教
養
が
高
く
、
ま
た
自
主
自
立
的
な
生
活
意
志
を
も
備
え

た
女
性
を
理
想
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

こ
れ
を
ス
ト
ー
リ
ー
及
び
登
場
人
物
に
即
し
て
み
る
と
、
ま
ず
否

定
さ
れ
る
人
物
と
し
て
篠
原
浜
子
が
登
場
す
る
。
彼
女
の
父
、
子
爵

篠
原
通
方
は
皮
相
な
欧
化
熱
に
浮
か
さ
れ
て
お
り
、
「
西
洋
の
娘
子

は
交
際
を
専
ら
と
し
。
芝
居
見
物
。
夜
会
。
踏
舞
と
昼
も
夜
も
遊
び

鰭
か
匪
臣
私
議
計
韓
は
動
脈
駆
げ
を
，
重
臣
戯
曲
戟
離
職
匪
藍

く
ら
す
も
の
な
り
な
ど
と
い
へ
る
晒
し
さ
へ
き
1
か
ぢ
り
て
。
学
校

の
修
業
な
ど
は
二
の
次
と
し
て
。
ビ
ヤ
ノ
。
バ
イ
オ
リ
ン
な
ど
の
稽

古
に
の
み
身
を
よ
せ
さ
せ
つ
。
」
と
い
う
よ
う
な
教
育
を
し
た
の
で
、

浜
子
は
ダ
ン
ス
が
何
よ
り
も
好
物
だ
と
い
う
新
し
が
り
や
で
、
は
ね

上
り
の
お
嬢
さ
ん
に
な
っ
た
。
彼
女
は
英
語
を
教
わ
っ
て
い
た
山
中

正
と
い
う
軽
薄
な
青
年
と
親
し
く
な
り
、
許
婚
者
を
捨
て
て
結
婚
す

る
に
至
る
が
、
ま
も
な
く
財
産
を
奪
わ
れ
て
捨
て
ら
れ
て
し
ま
う
。

そ
の
他
皮
相
な
新
し
さ
を
否
定
し
た
言
葉
に
は
、

…
‥
明
治
五
六
年
頃
に
は
。
女
の
風
俗
が
大
そ
う
わ
る
く
な
っ
て
。
肩
を

い
か
ら
し
で
も
ろ
い
た
り
、
ま
ち
高
橋
を
は
い
た
り
。
何
か
口
で
生
い
き
な

藤
慨
な
こ
と
を
い
っ
て
。
誠
に
わ
る
い
風
だ
さ
う
で
し
た
が
。
此
頃
大
分
直

っ
て
き
た
と
思
ふ
と
。
又
西
洋
で
は
女
を
た
つ
と
ふ
と
か
何
と
か
い
ぶ
こ
と

を
き
い
で
。
少
し
跡
も
ど
り
に
な
り
さ
う
だ
と
い
ぶ
尊
で
す
か
ら
。
今
の
女

生
徒
は
大
責
任
が
有
の
で
ム
り
升
と
。
（
中
略
）
　
ナ
ポ
レ
オ
ン
は
。
仏
国
を

改
良
す
る
に
は
善
良
の
母
だ
と
申
ま
し
た
。
だ
か
ら
女
に
若
も
学
問
を
さ
せ

な
け
れ
ば
。
中
々
善
良
の
母
も
出
来
ま
す
ま
い
し
。
学
問
を
さ
せ
れ
ば
。
厚

顔
な
お
し
の
つ
よ
い
女
が
出
来
ま
す
か
ら
。
何
で
も
一
つ
の
専
門
を
さ
だ
め

て
。
そ
れ
を
よ
く
勉
強
し
て
。
人
に
た
か
ぶ
り
生
い
き
の
出
な
い
や
う
に
し

て
。
温
順
な
女
徳
を
そ
ん
じ
な
い
や
う
に
し
な
け
れ
ば
い
け
ま
せ
ん
。
さ
う

す
れ
ば
子
孫
も
才
子
才
女
が
出
来
て
。
文
明
各
国
に
恥
な
い
新
世
界
が
出
来

ま
せ
う
（
後
略
）

と
い
う
よ
う
な
一
節
も
あ
る
。
一
方
理
想
の
女
性
と
し
て
登
場
し
て

く
る
の
は
、
松
島
秀
子
で
あ
る
。
秀
子
は
父
母
を
失
い
、
弟
と
二
人

「
薮
　
の
　
篤
」
　
試
論

で
暮
し
て
い
る
。
い
さ
さ
か
の
遺
産
が
あ
る
が
、
そ
れ
を
へ
ら
き
ぬ

よ
う
に
内
職
を
し
、
弟
を
学
校
に
通
あ
せ
て
い
る
。
そ
し
て
な
お
向

学
心
を
も
ち
、
弟
の
復
習
の
傍
ら
に
つ
い
て
、
共
に
勉
学
す
る
と
い

う
。
こ
の
秀
子
を
め
と
る
こ
と
に
決
意
し
た
篠
原
勤
（
浜
子
の
許
婚

者
）
　
の
言
葉
に
、
「
撲
の
好
の
女
房
は
。
ま
ん
ざ
ら
文
盲
で
も
困
る

が
。
婦
人
の
美
徳
と
称
す
る
従
順
の
徳
が
あ
っ
て
。
少
く
文
字
も
読

め
斎
家
の
道
に
勉
力
し
て
も
ら
ひ
た
い
。
（
中
略
）
踏
舞
の
上
手
よ

り
毛
糸
あ
み
の
手
内
職
を
し
て
。
僕
が
活
計
を
助
け
る
と
い
ふ
や
う

な
の
が
ほ
し
い
。
」
と
も
言
わ
せ
て
い
る
。

こ
こ
に
見
ら
れ
る
秀
子
の
タ
イ
プ
は
、
一
向
に
新
味
の
な
い
家
庭

の
主
婦
で
、
新
し
い
女
性
像
を
、
女
権
拡
張
運
動
の
闘
士
あ
た
り
に

お
い
て
い
る
人
か
ら
見
れ
ば
、
大
変
物
足
り
な
い
と
さ
れ
る
か
も
し

③

れ
な
い
。
た
と
え
ば
、
片
岡
良
一
氏
は
「
こ
こ
に
説
か
れ
て
い
る
女

性
と
し
て
の
心
が
ま
え
が
、
主
と
し
て
『
健
全
な
る
ホ
ー
ム
』
の
建

設
と
い
う
点
に
か
け
ら
れ
、
そ
れ
だ
け
控
え
目
な
も
の
に
な
っ
て
い

る
」
と
言
い
、
さ
ら
に
、
「
い
ち
ゆ
る
『
女
徳
』
を
重
ん
じ
て
『
生

い
き
』
に
な
ら
ぬ
範
囲
の
内
助
的
な
つ
つ
ま
し
や
か
さ
に
生
き
る
の

が
『
今
の
女
生
徒
の
大
責
任
』
だ
と
い
う
よ
う
な
穏
か
な
考
え
方
に

よ
り
強
く
傾
き
、
そ
こ
か
ら
前
の
啓
蒙
期
　
－
　
乃
至
政
治
的
激
動
期

に
は
げ
し
い
生
き
方
を
示
し
た
女
性
の
積
極
主
義
を
、
『
ま
こ
と
に

悪
い
風
』
だ
っ
た
と
非
難
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
ば
か
り
か
、
そ

れ
が
開
化
主
義
の
女
主
人
公
浜
子
を
み
じ
め
な
破
局
に
導
い
て
ゆ
く

三



一
方
、
つ
つ
ま
し
や
か
な
秀
子
に
し
あ
わ
せ
な
墳
涯
を
持
た
せ
る
こ

と
に
な
っ
て
い
る
」
と
言
っ
て
、
新
し
い
女
性
と
さ
れ
た
浜
子
に
同

情
し
て
い
る
。
そ
し
て
さ
ら
に
、
「
政
治
的
変
動
期
で
あ
っ
た
啓
蒙

時
代
に
は
、
解
放
を
求
め
る
進
歩
的
意
欲
の
は
げ
し
さ
を
生
き
た
女

性
な
ど
も
ぽ
つ
ぽ
つ
あ
ら
わ
れ
て
い
た
の
で
あ
っ
た
し
、
そ
う
い
う

現
実
を
反
映
し
て
、
そ
の
頃
の
文
学
、
殊
に
政
治
小
説
に
は
そ
う
い

う
女
性
の
投
影
も
相
当
に
認
め
ら
れ
た
の
で
あ
っ
た
が
、
そ
う
い
う

と
こ
ろ
か
ら
の
名
残
り
を
、
作
者
と
し
て
の
視
野
の
広
さ
や
個
性
的

な
道
を
追
求
し
ょ
う
と
す
る
意
欲
な
ど
に
示
し
な
が
ら
、
一
方
に
は

こ
う
し
て
女
徳
や
つ
つ
ま
し
や
か
さ
を
強
く
要
請
し
ょ
う
と
す
る
折

衷
主
義
に
傾
い
て
来
た
と
こ
ろ
に
、
即
時
代
的
な
後
退
が
あ
っ
た
こ

と
に
な
ろ
う
」
と
結
論
づ
け
て
い
る
。

こ
こ
に
述
べ
ら
れ
た
片
岡
氏
の
見
解
を
す
べ
て
否
定
し
ょ
う
と
は

思
お
な
い
が
、
そ
こ
に
は
い
さ
さ
か
誤
解
も
ま
じ
っ
て
い
る
よ
う
に

思
う
。
「
前
の
啓
蒙
期
～
乃
至
政
治
的
激
動
期
に
は
げ
し
い
生
き

方
を
示
し
た
女
性
の
積
極
主
義
を
『
ま
こ
と
に
悪
い
風
』
だ
っ
た
と

非
難
す
る
」
と
い
っ
て
い
る
が
、
こ
の
『
ま
こ
と
に
悪
い
風
』
と
い

う
と
こ
ろ
は
先
に
引
用
し
た
と
こ
ろ
に
明
ら
か
な
よ
う
に
、
こ
れ
は

「
明
治
五
六
年
頃
」
の
こ
と
な
の
で
あ
っ
て
、
女
性
が
、
と
く
に
自

由
民
権
な
ど
の
進
歩
的
な
思
想
や
政
治
の
面
で
示
し
た
動
き
を
指
し

て
い
る
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

「
開
化
辞
林
」
と
い
う
当
時
の
新
聞
の
論
説
を
抜
拳
し
た
書
物
に
、

明
治
五
年
の
項
と
し
て
「
女
子
洋
装
の
説
」
と
い
う
文
章
が
の
っ
て

い
る
。
そ
れ
に
ょ
る
と
、
当
時
、
斬
髪
令
が
出
て
、
女
ま
で
が
髪
を

切
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
に
つ
づ
い
て
、
「
又
別
二
洋
学

女
生
卜
見
工
、
大
帯
ノ
上
二
男
子
ノ
用
ユ
ル
袴
ヲ
着
シ
、
足
駄
ヲ
ハ

キ
、
腕
マ
ク
リ
ナ
ド
シ
テ
洋
書
ヲ
提
ケ
往
来
ス
ル
ア
リ
。
如
何
二
女

学
生
ト
テ
、
猥
二
男
子
ノ
服
ヲ
着
シ
テ
活
気
ガ
マ
シ
キ
風
俗
ヲ
ナ
ス

事
、
既
二
学
問
ノ
他
道
ヲ
馳
セ
テ
、
女
学
ノ
本
意
ヲ
失
ヒ
タ
ル
一
端

ナ
リ
。
」
と
記
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
風
俗
は
皮
相
な
開
化
に
ょ
る
は

ね
上
り
現
象
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
。
い
ま
「
薮
の
鷺
」
の
中
で
述

べ
て
い
る
こ
と
は
、
思
想
的
な
古
さ
新
し
さ
の
問
題
よ
り
も
、
む
し

ろ
思
想
の
な
い
と
こ
ろ
に
見
ら
れ
る
風
俗
上
の
無
軌
道
ぶ
り
な
の
で

あ
る
。
だ
か
ら
そ
の
現
象
を
、
進
歩
的
積
極
的
と
見
る
こ
と
も
あ
た

っ
て
い
な
い
し
、
ま
た
花
園
が
「
進
歩
的
積
極
的
」
な
こ
と
を
奔
走

し
た
と
す
る
こ
と
も
あ
た
ら
な
い
の
で
あ
る
。
た
と
え
そ
の
風
俗
の

根
底
に
、
何
ら
か
の
進
歩
的
積
極
的
な
思
想
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、

い
ま
問
題
で
は
な
い
し
、
さ
ら
に
ま
た
、
そ
れ
ら
が
客
観
的
に
見
て

現
実
に
足
を
つ
け
た
も
の
で
な
か
っ
た
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
で
あ

ろ
う
。さ

ら
に
言
え
ば
、
み
じ
め
な
破
局
を
与
え
た
浜
子
と
い
う
人
物
は
、

別
に
思
想
的
に
新
し
い
女
性
と
し
て
設
定
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
。

ど
こ
ま
で
も
浮
上
っ
た
欧
化
主
義
、
否
定
さ
れ
る
べ
き
浅
薄
な
欧
化

主
義
の
表
象
と
し
て
設
定
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
決
し
て
進
歩
的
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な
意
義
を
そ
こ
に
見
出
そ
う
と
は
し
て
い
な
い
。
こ
の
浅
薄
な
欧
化

主
義
に
真
に
進
歩
的
な
も
の
を
認
め
得
な
い
こ
と
は
既
に
論
じ
る
ま

で
も
な
い
こ
と
で
あ
っ
て
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
こ
こ
に
花
園
の
良

識
を
見
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

ま
た
、
女
徳
や
つ
つ
ま
し
さ
な
ど
を
希
ん
だ
と
い
う
こ
と
は
、
あ

る
い
は
折
衷
主
義
の
後
退
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
つ
つ
ま
し
さ

自
体
、
そ
れ
は
人
間
の
持
つ
べ
き
美
徳
の
一
つ
で
あ
っ
て
、
必
ず
し

も
後
退
と
は
称
し
得
な
い
も
の
で
あ
る
。
一
歩
譲
っ
て
、
後
退
を
認

め
る
に
し
て
も
、
そ
れ
は
女
権
拡
張
と
い
う
よ
う
な
闘
争
の
姿
勢
を

解
い
て
、
平
和
な
表
情
を
発
揮
し
ょ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
そ

こ
に
は
、
男
性
へ
の
素
朴
な
信
頼
が
見
え
て
お
り
、
そ
こ
に
ロ
マ
ン

チ
ッ
ク
な
甘
さ
が
あ
る
と
言
え
ば
そ
れ
ま
で
だ
が
、
そ
こ
に
こ
そ
こ

の
作
品
の
理
想
主
義
の
明
る
さ
が
あ
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
女
徳

を
発
揮
し
っ
つ
、
し
か
も
幸
福
に
ゆ
け
た
ら
何
よ
り
で
は
な
い
か
。

作
中
の
秀
子
を
め
ぐ
る
男
性
は
、
凡
そ
女
性
を
虐
げ
そ
う
な
人
物
と

し
て
は
あ
ら
わ
れ
て
来
な
い
。
そ
う
い
う
条
件
の
も
と
に
出
さ
れ
た

設
定
で
あ
る
か
ら
、
必
ず
し
も
後
退
七
難
ず
べ
き
も
の
で
は
な
い
。

も
し
強
い
て
非
難
す
る
な
ら
ば
、
男
性
の
現
実
を
甘
く
見
た
、
非
現

実
性
を
指
摘
す
べ
き
で
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
も
、
こ
こ
で
は
、
人
間
同

志
の
信
頼
に
発
し
た
理
想
主
義
の
も
つ
明
る
さ
に
、
む
し
ー
ろ
積
極
的

意
義
を
認
め
る
べ
き
だ
と
思
う
。

こ
の
欧
化
主
義
の
浜
子
を
み
じ
め
に
さ
せ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、

「
薮
　
の
鸞
」
　
試
論

塩
田
良
平
博
士
も
「
花
間
は
こ
う
い
う
女
性
に
好
意
を
持
ち
得
な
か

っ
た
せ
い
か
、
浜
子
に
流
れ
て
い
る
人
間
の
自
由
意
志
を
健
全
に
発

達
せ
し
め
て
や
ろ
う
と
す
る
熱
意
を
持
た
な
か
っ
た
」
と
言
っ
て
お

ら
れ
る
が
、
こ
れ
は
花
園
の
意
図
を
無
視
し
た
発
言
の
よ
う
で
あ
る
。

つ
ま
り
花
園
の
見
解
は
、
浜
子
の
よ
う
に
自
由
が
放
縦
に
流
れ
て
は

な
ら
な
い
の
で
あ
っ
て
、
良
識
の
上
に
立
っ
た
自
主
と
自
律
と
を
持

つ
べ
き
こ
と
を
要
請
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
い
わ
ば
「
人
間
の
自
由

意
志
を
健
全
に
発
達
」
さ
せ
た
と
こ
ろ
に
表
あ
れ
で
く
る
の
は
、
浜

子
で
は
な
く
他
な
ら
ぬ
秀
子
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
自
由
意
志

の
こ
と
は
、
作
者
花
園
の
結
婚
と
い
う
実
践
に
お
い
て
、
見
事
に
開
華

し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
彼
女
の
三
宅
雪
嶺
と
の
結
婚
に
つ
い
て
、

「
花
園
の
偉
い
の
は
、
一
代
の
哲
人
三
宅
雪
嶺
を
夫
と
し
て
選
ん
だ

こ
と
だ
。
花
間
は
才
色
双
美
お
ま
け
に
田
辺
家
は
名
家
と
来
て
ゐ
る

か
ら
、
貰
い
手
も
望
み
手
も
随
分
あ
っ
た
ろ
う
が
、
そ
の
数
多
い
紳

士
、
ブ
ル
ジ
ヨ
ァ
千
第
の
中
か
ら
蓬
頭
垢
面
、
冬
は
単
衣
を
五
枚
も

重
ね
て
着
て
い
る
と
い
う
仙
人
じ
み
た
哲
学
者
を
選
ん
だ
。
而
か
も

見
事
に
選
び
あ
て
た
の
だ
。
こ
の
眼
識
だ
け
は
、
彼
女
の
最
大
礫
作

だ
と
思
う
。
」
と
柳
田
泉
教
授
が
覚
め
て
お
ら
れ
る
の
も
、
こ
の
自
由

意
志
の
健
全
な
発
達
へ
の
讃
辞
と
受
取
り
た
い
。

こ
の
よ
う
な
女
性
の
生
き
方
に
つ
い
て
の
考
え
方
の
他
に
、
こ
の

「
薮
の
篤
」
の
中
で
、
花
園
の
触
れ
て
い
る
思
想
は
、
か
な
り
巾
広

く
色
々
な
面
に
表
わ
れ
て
い
る
。
こ
と
に
、
そ
の
根
底
に
あ
る
も
の

五



は
、
当
時
の
藩
閥
政
権
へ
の
批
判
、
な
か
ん
ず
く
そ
の
欧
化
主
義
へ

一
の
批
判
で
あ
る
。
右
の
欧
化
女
性
へ
の
非
難
も
こ
の
埼
外
に
出
る
も

の
で
は
な
い
。

浜
子
の
父
、
篠
原
通
方
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。

主
人
の
公
と
い
へ
ろ
ば
。
西
南
某
藩
の
士
に
し
て
。
維
新
の
隣
人
に
勝
れ

た
る
勲
功
の
あ
り
し
由
は
。
門
に
打
た
る
標
札
に
。
従
三
位
子
爵
某
と
昨
日

今
日
墨
黒
に
書
た
る
に
て
も
知
り
ぬ
べ
し
。
さ
れ
ば
そ
の
昔
し
尊
王
を
唱
へ

擾
夷
を
説
き
。
四
方
に
奔
走
せ
し
折
は
。
西
洋
文
明
の
国
々
を
も
。
醜
夷
と

卑
し
め
賄
虜
と
罵
り
し
癖
の
。
い
ま
開
明
の
世
運
に
際
す
る
も
。
ま
だ
ぬ
け

か
ね
た
る
を
。
同
じ
藩
士
に
で
。
今
内
閣
に
時
め
き
た
る
親
し
を
人
々
が
。

か
く
て
は
遂
に
世
の
風
潮
に
後
ろ
べ
し
。
官
職
を
帯
び
て
洋
行
し
。
西
洋
各

国
を
巡
祝
せ
ば
。
必
ず
悟
る
所
ぬ
る
べ
し
と
の
勧
め
に
よ
り
。
一
歳
欧
洲
に

遊
歴
せ
し
に
。
帰
朝
の
後
は
打
て
変
り
た
る
洋
癖
家
と
な
り
。
我
国
の
食
物

は
衛
生
に
書
あ
り
と
で
。
専
ら
西
洋
の
割
烹
を
用
ゐ
。
家
屋
も
石
造
破
窓
に

か
ぎ
り
o
衣
服
は
筒
袖
蛇
布
な
ら
で
は
着
す
る
を
厭
ひ
。
家
の
婦
僕
に
至
る

ま
で
も
。
我
国
振
の
衣
服
を
着
せ
し
め
ず
。
皆
洋
服
の
仕
為
着
を
用
ゐ
し
む

る
ま
で
に
し
て
。
一
も
西
洋
二
も
西
洋
と
。
か
の
風
俗
を
の
み
ま
な
ぶ
こ
と

ゝ
な
り
ぬ
。

こ
の
戯
画
化
め
い
た
筆
致
よ
り
し
て
も
、
も
の
の
道
理
に
暗
く
、
軽

薄
な
人
間
と
し
て
欧
化
主
義
的
人
間
を
描
い
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

そ
こ
に
ま
た
薩
長
閑
専
制
へ
の
批
判
を
も
匂
わ
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。

ま
た
欧
化
主
義
の
一
般
的
な
批
判
と
し
て
、
「
日
本
人
は
メ
ス
メ
リ

ズ
ム
に
ば
か
さ
れ
た
人
の
よ
う
に
。
西
洋
人
の
指
先
次
第
。
い
ろ
い

六

ろ
な
ま
ね
を
す
る
」
と
、
日
本
人
の
自
主
性
の
欠
除
を
突
い
て
い
る

し
、
ま
た
勤
に
「
僕
は
西
洋
の
学
問
と
芸
術
に
は
感
心
す
る
が
。
風

俗
に
は
決
し
て
心
酔
は
し
な
い
。
」
と
語
ら
せ
て
い
る
。

ま
た
欧
化
政
策
を
と
る
上
流
階
級
の
人
々
が
風
紀
を
乱
し
て
い
る

こ
と
に
も
指
弾
の
筆
を
向
け
て
い
る
。
篠
原
家
の
車
夫
と
馬
丁
と
の

会
話
に
、
山
中
と
浜
子
と
の
情
事
を
略
し
た
あ
と
で
、
位
の
高
い
と

こ
ろ
は
大
概
乱
れ
て
い
る
と
言
い
、
「
今
の
時
代
は
、
道
楽
時
代
と

い
う
時
代
だ
と
ヨ
。
女
と
い
ち
ゃ
つ
き
た
い
時
は
西
洋
風
を
持
出
す

し
。
権
妻
を
撞
き
た
い
時
に
は
昔
風
を
持
出
す
L
L
云
々
と
言
わ
せ

て
い
る
。

こ
れ
に
続
い
て
注
目
す
べ
き
こ
と
は
、
官
員
へ
の
批
判
で
あ
る
。

官
員
と
い
へ
ば
山
中
は
ど
う
し
た
ら
う
。
此
節
は
役
所
の
は
ぶ
り
が
い
、

と
か
で
。
等
も
進
ん
だ
さ
う
だ
。
仕
方
の
な
い
男
だ
が
。
あ
ん
な
の
が
人
気

に
あ
ぶ
の
サ
。
ま
ア
僕
等
の
学
術
上
で
分
析
す
れ
バ
。
ゴ
マ
カ
シ
ュ
ム
百
分

の
七
十
に
。
ヲ
ペ
ッ
カ
リ
ユ
ム
百
分
の
三
十
と
い
ふ
人
物
だ
。

こ
こ
に
は
、
多
分
に
冗
談
じ
み
た
表
現
が
と
ら
れ
て
い
る
が
、
当
時

の
専
制
政
府
の
官
吏
の
腐
敗
を
突
い
た
も
の
と
し
て
兄
の
が
す
こ
と

は
で
き
な
い
。
ま
た
官
員
よ
り
も
、
技
術
者
の
方
が
世
に
益
す
る
と

こ
ろ
が
多
い
と
し
て
、
ワ
シ
ン
ト
ン
よ
り
も
フ
ラ
ン
ク
リ
ン
を
、
ビ

ス
マ
ー
ク
よ
り
も
レ
セ
ッ
プ
ス
を
高
く
買
う
と
言
っ
て
い
る
。
こ
れ

は
当
時
の
資
本
主
義
興
隆
期
に
お
け
る
技
術
者
の
位
置
に
注
目
し
た

も
の
で
あ
る
が
、
科
学
振
興
の
も
つ
社
会
的
効
用
を
重
視
し
た
も
の

聡
掴

と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
こ
の
科
学
振
興
に
関
係
し
て
、
学
問
の
効

用
に
つ
い
て
も
説
く
と
こ
ろ
が
あ
る
。
秀
子
の
家
主
宮
崎
一
郎
の
母

が
、
秀
子
の
弟
葦
男
に
向
っ
て
「
そ
ん
な
に
ょ
く
出
来
た
ら
今
に
ょ

い
官
員
さ
ん
に
お
な
り
だ
ろ
う
」
と
い
っ
た
の
に
対
し
て
、
宮
崎
一

郎
が
「
お
っ
か
さ
ん
。
そ
ん
な
こ
と
を
子
供
に
い
い
聞
か
せ
る
と
。

と
ん
だ
間
違
い
の
種
に
成
り
升
。
輩
男
さ
ん
。
学
問
は
官
員
に
な
っ

て
月
給
を
取
る
た
め
で
は
な
い
。
此
社
会
に
利
益
を
与
へ
る
人
に
な

る
た
め
に
す
る
の
た
。
」
と
言
っ
て
い
る
：
し
こ
に
立
身
出
世
主
義
の

エ
ゴ
イ
ズ
ム
に
対
す
る
明
確
な
否
定
が
語
ら
れ
て
い
る
。

ま
た
、
松
島
秀
子
が
、
毛
糸
編
み
の
内
職
を
し
て
い
る
こ
と
を
、

弟
の
輩
男
が
恥
じ
る
よ
う
な
言
い
方
を
す
る
と
こ
ろ
で
、
宮
崎
は
、

自
分
で
働
く
こ
と
は
決
し
て
恥
ず
べ
き
こ
と
で
は
な
い
と
言
い
切
っ

て
い
る
。
つ
ま
り
「
人
は
己
の
力
で
食
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
姉
さ

ん
は
ほ
ん
と
に
え
ら
い
も
ん
空
と
讃
め
て
い
る
の
で
あ
る
：
」
れ

な
ど
、
自
主
自
立
の
精
神
を
明
確
に
し
た
も
の
と
ー
み
る
べ
き
も
の
で

あ
ろ
う
。
そ
の
他
、
未
亡
人
の
再
婚
を
喜
ば
ぬ
当
時
の
風
潮
に
対
し

て
、
明
瞭
に
再
婚
を
肯
定
し
、
人
間
性
に
添
う
も
の
で
あ
る
と
し
て

い
る
と
こ
ろ
な
ど
が
あ
る
。
こ
れ
も
当
時
で
は
進
歩
的
な
発
言
と
す

べ
き
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
、
「
薮
の
篤
」
に
は
、
当
時
の
政
治
よ
り
風
俗
に
至

る
巾
広
い
分
野
に
わ
た
っ
て
、
そ
の
皮
相
浅
薄
な
様
相
が
批
判
さ
れ

否
定
さ
れ
て
お
り
、
し
か
も
そ
の
基
底
に
、
時
代
の
真
の
近
代
化
・

「
薮
の
駕
」
　
試
論

民
主
化
を
は
ば
む
絶
対
主
義
政
府
へ
の
批
判
が
蔵
さ
れ
て
い
る
の
で

あ
っ
て
、
「
薮
の
篤
」
は
時
代
の
真
実
に
つ
な
が
る
高
さ
を
保
っ
た

作
品
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
前
述
し
た
よ
う
に
、
一
見
そ
の
折

衷
的
な
微
温
さ
を
も
っ
た
健
全
な
ホ
ー
ム
の
建
設
や
女
徳
の
滴
養
の

こ
と
も
、
実
は
下
か
ら
の
国
民
の
手
に
ょ
る
自
主
的
な
近
代
生
活
の

熱
望
を
示
す
声
で
あ
っ
た
こ
と
を
兄
の
が
し
て
は
な
ら
な
い
と
思
う
。

と
い
う
の
は
、
一
方
の
女
権
拡
張
の
運
動
が
、
当
時
の
諸
条
件
の
も

と
で
は
、
と
う
て
い
実
を
結
ぶ
こ
と
の
で
き
な
い
と
こ
ろ
の
、
所
詮

は
ね
上
り
現
象
に
す
ぎ
な
か
っ
た
こ
と
と
考
え
あ
わ
せ
て
み
れ
ば
よ

い
と
思
う
。
ま
た
刊
行
当
時
、
自
由
党
員
か
ら
多
数
、
共
感
と
讃
辞

の
手
紙
が
著
者
の
も
と
に
届
い
た
と
い
う
事
実
も
あ
り
、
や
は
り
国

民
の
声
に
背
か
ぬ
も
の
で
あ
っ
た
と
し
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。

な
お
、
こ
れ
ら
の
花
園
の
批
判
的
態
度
や
見
解
が
、
ど
う
し
て
養

わ
れ
、
彼
女
の
も
の
に
な
っ
た
か
に
つ
い
て
は
、
彼
女
の
読
書
も
力

あ
っ
た
こ
と
と
思
わ
れ
る
が
、
彼
女
の
父
か
ら
の
影
響
は
兄
の
が
さ

れ
て
は
な
ら
な
い
と
思
う
。
彼
女
の
父
、
蓮
舟
田
辺
太
一
は
、
幕
末

か
ら
明
治
へ
か
け
て
活
躍
し
た
外
交
官
で
あ
っ
た
。
彼
は
儒
学
者
と

し
て
甲
府
徽
典
館
の
教
授
と
な
り
、
つ
づ
い
て
外
国
方
に
任
ぜ
ら
れ
、

福
沢
諭
吉
ら
と
も
親
交
を
結
ん
で
、
海
外
の
事
情
に
精
通
し
て
い
た
。

元
治
元
年
よ
り
明
治
四
年
に
わ
た
っ
て
、
両
三
度
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
赴

い
て
お
り
、
単
に
学
問
上
の
知
識
に
止
ら
ず
、
身
を
以
て
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
の
文
化
風
俗
に
接
し
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
点
よ
り
、
当

七



（D（D㊤（D（り（D　（D注

時
の
生
半
可
な
欧
化
熱
に
は
組
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
ま
た

そ
れ
に
彼
は
幕
臣
で
あ
る
と
い
う
立
場
よ
り
、
薩
長
閑
に
よ
る
明
治

政
府
に
は
、
か
な
り
批
判
的
で
あ
り
、
多
く
の
不
満
を
持
っ
て
い
た
。

花
園
が
「
父
が
幕
府
の
出
で
あ
り
ま
し
た
の
で
薩
長
の
政
治
を
喜
ば

⑦

ず
、
花
柳
の
巷
に
入
り
ぴ
た
り
、
そ
の
た
め
家
産
も
傾
き
」
云
々
と

言
う
通
り
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
官
吏
へ
の
批
判
、
欧
化
政

策
へ
の
非
難
も
、
父
よ
り
そ
の
ま
ま
花
園
の
も
の
と
し
て
伝
え
ら
れ

た
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
と
思
う
。

は
じ
め
に
述
べ
た
よ
う
に
　
「
薮
の
鸞
」
　
は
、
人
生
如
何
に
生
く
べ

き
か
を
追
究
し
た
作
品
で
あ
り
、
し
か
も
そ
れ
は
右
の
よ
う
に
、
当

時
の
現
実
に
密
着
し
っ
つ
果
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
点
、

近
代
文
学
の
本
質
を
備
え
た
も
の
と
い
い
得
る
の
で
あ
る
。
も
っ
と

も
、
そ
の
結
構
や
人
物
形
象
の
点
で
、
戯
作
的
な
面
を
残
し
て
お
り
、

完
壁
な
も
の
と
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
た
と
え
ば
、
勤
と
秀
子
と

の
出
合
い
の
場
合
で
、
秀
子
が
和
歌
の
下
書
を
落
し
て
ゆ
く
あ
た
り

の
遇
然
性
が
そ
れ
で
あ
り
、
ま
た
山
中
や
山
中
の
情
婦
お
員
が
い
わ

ゆ
る
悪
玉
的
な
描
写
を
出
て
い
な
い
と
い
う
類
型
性
な
ど
が
あ
げ
ら

れ
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
欠
陥
を
備
え
る
も
の
で
は
あ
る
が
、

全
体
に
　
「
薮
の
鸞
」
　
が
、
当
時
の
青
年
男
女
の
人
生
と
文
学
と
の
深

い
つ
な
が
り
の
上
に
存
在
を
主
張
す
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
動
か

す
こ
と
が
で
き
な
い
。

八

さ
ら
に
ま
た
、
そ
れ
が
民
主
化
を
は
ば
む
欽
定
憲
法
で
あ
っ
て
も
、

国
会
開
設
を
ひ
か
え
て
の
明
る
い
雰
囲
気
を
反
映
す
る
作
品
と
し
て
、

「
薮
の
篤
」
が
時
代
と
の
微
妙
な
接
点
を
も
っ
こ
と
に
も
注
目
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
も
っ
と
も
、
そ
う
い
う
接
点
は
時
代
の
客
観
的

な
真
実
を
離
れ
る
も
の
で
、
リ
ア
ル
な
も
の
で
な
い
と
言
え
る
か
も

し
れ
な
い
が
、
国
民
の
主
体
性
あ
る
い
は
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
も
つ
可
能

性
は
な
く
は
な
か
っ
た
の
で
あ
っ
て
、
そ
う
い
う
主
体
的
な
可
能
性

の
真
実
も
、
我
々
は
無
視
し
て
は
な
ら
な
い
と
思
う
。

重
美
、
花
園
は
次
の
作
品
「
八
重
桜
」
（
二
十
二
年
四
月
）
以
降
、

時
代
一
般
の
悲
劇
的
な
作
品
に
傾
斜
し
て
ゆ
く
の
で
あ
っ
て
、
そ
の

点
「
薮
の
鸞
」
　
は
彼
女
自
身
に
も
記
念
す
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
の
で

ある。

「
薮
篤
・
一
葉
・
桃
水
」
三
宅
花
園
、
（
国
語
と
国
文
学
、
昭
和
九
年

八
月
号
）

河
出
書
房
、
現
代
日
本
小
説
大
系
、
第
一
巻
、
解
題

明
治
文
化
全
集
、
第
二
十
巻
二
四
四
ペ
ー
ジ

「
明
治
女
流
作
家
」
三
宅
花
園
の
項

「
随
筆
明
治
文
学
」
女
性
作
家
七
人
語

前
掲
「
薮
篤
・
一
葉
・
桃
水
」

同
右

芥
川
龍
之
介
の
キ
リ
ス
ト
教
観

ー
　
続
切
支
丹
物
に
つ
　
い
て
　
ー

佐

　

々

　

木

　

啓

　

一

0

前
稿
に
続
い
て
本
稿
で
は
、
芥
川
龍
之
介
の
「
切
支
丹
物
」
の
中
期
及
び
後

期
の
作
品
の
解
明
を
試
み
た
い
と
考
え
て
い
る
。

た
だ
こ
こ
で
少
し
こ
と
わ
っ
て
お
き
た
い
こ
と
は
、
本
論
文
は
あ
く
ま
で
芥

川
の
キ
リ
ス
ト
教
観
を
総
合
的
に
求
め
る
の
で
あ
っ
て
、
笹
淵
友
一
博
士
が
、

「
芥
川
龍
之
介
の
キ
リ
ス
ト
教
思
想
」
な
る
題
目
で
大
胆
に
論
述
し
て
お
ら
れ

る
の
ど
は
、
若
干
趣
を
異
に
す
る
と
共
に
、
そ
れ
は
意
識
の
多
様
性
乃
至
多
層

性
の
一
環
と
し
て
求
め
る
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。
な
ぜ
な
ら
芥
川
の
作
品
は

ど
れ
を
み
て
も
お
よ
そ
思
想
的
色
彩
は
極
め
て
稀
薄
な
の
で
あ
る
。

石
坂
養
平
氏
は
、
芥
川
を
評
し
て
、
「
氏
の
芸
術
に
は
思
想
ら
し
い
思
想
を

見
出
す
こ
と
は
出
来
な
い
。
」
　
と
か
、
人
生
の
矛
盾
や
人
間
の
不
注
意
や
運
命

に
翻
弄
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
た
作
品
が
数
多
く
あ
る
と
認
め
て
お
ら
れ

な
が
ら
、
「
そ
れ
等
の
中
か
ら
強
ひ
て
一
貫
し
た
思
想
系
統
を
導
き
出
す
の
は

非
常
に
無
理
で
ぬ
る
。
」
　
と
も
、
又
芥
川
の
対
人
生
の
態
度
が
あ
る
一
面
で
は

な
げ
や
り
的
な
心
持
に
な
っ
て
い
る
の
で
、
「
到
底
思
想
的
風
格
は
生
れ
な
い

芥
川
龍
之
介
の
キ
リ
ス
ト
教
観
　
臼

艶
聞
臨
藍
醗
酵
粒
頴
騎

の
で
あ
る
」
　
と
論
及
し
て
甚
ら
れ
る
の
を
み
て
も
、
芥
川
に
関
す
る
限
り
キ

リ
ス
ト
教
思
想
な
ど
と
大
胆
な
題
目
は
つ
け
ら
れ
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

註
①
前
稿
H
の
①
参
照
。

②
全
集
案
内
の
中
の
石
坂
養
平
氏
「
芥
川
龍
之
介
論
」
よ
り
。

臼

さ
て
、
中
期
の
作
品
の
最
初
の
も
の
と
考
え
る
「
奉
教
人
の
死
」
で
あ
る
が
、

前
出
の
「
尾
形
了
斎
覚
え
書
」
の
女
主
人
公
「
篠
」
は
、
「
生
き
る
本
能
」
の

前
に
は
、
母
親
も
現
実
の
生
命
を
克
服
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
る

が
ー
芥
川
流
に
解
釈
す
れ
ば
人
間
的
な
も
の
の
勝
利
を
見
出
す
の
か
芸
術
の

論
理
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
ー
「
奉
教
人
の
死
」
で
は
「
灰
肇
の
罪
」
は

見
事
克
服
さ
れ
て
、
人
間
と
神
と
の
間
に
考
え
ら
れ
る
矛
盾
は
殉
教
と
い
う
自

己
犠
牲
に
よ
っ
て
美
し
く
昇
華
さ
せ
て
い
る
。

「
奉
教
人
の
死
」
は
、
芥
川
と
し
て
は
相
当
自
信
を
も
っ
て
暑
い
夏
の
最
中

に
書
き
上
げ
た
ら
し
く
、
小
島
政
二
郎
氏
宛
の
書
簡
に
、
「
作
そ
の
も
の
は
唯

今
の
所
、
多
少
の
自
信
が
あ
り
ま
す
o
私
と
し
て
は
好
い
方
で
せ
う
。
原
稿
料

九


