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森
林
太
郎

森
林
太
郎

宮
内
官
僚

宮
内
官
僚

第十三回
（最終回）

野の

口ぐ
ち

　
武た

け

則の
り

帰
ら
な
か
っ
た
津
和
野
の
地

　

大
正
十
一
（
一
九
二
二
）
年
七
月
九
日
に
病
没
し
た
鷗
外
は
、
そ

の
三
日
前
、親
友
の
賀
古
鶴
所
に
遺
言
を
書
き
取
ら
せ
た
。
宮
内
省
、

陸
軍
の
栄
典
を
拒
否
す
る
と
記
し
た
理
由
は
、
既
に
取
り
上
げ
た
。

最
後
に
残
る
謎
は「
余
は
石い
わ
み
の
ひ
と

見
人
森
林
太
郎
と
し
て
死
せ
ん
と
欲
す
」

の
意
味
で
あ
る
。

　

森
家
は
石
見
の
国
・
津
和
野
藩
（
現
在
の
島
根
県
津
和
野
町
）
の

藩
主
亀
井
家
に
仕
え
る
典
医
だ
っ
た
。
だ
が
、
鷗
外
は
明
治
五
（
一

八
七
二
）
年
、
父
・
静
男
に
従
い
十
歳
で
上
京
し
て
以
来
、
一
度
も

津
和
野
の
地
に
帰
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
津
和
野
が
登
場
す
る
鷗
外

の
作
品
は
僅
か
だ
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
な
ぜ
最
後
は
「
石
見
人
」

と
し
て
死
に
臨
ん
だ
の
か
。
そ
の
意
味
を
考
え
る
た
め
、
最
終
回
は

官
僚
・
鷗
外
の
生
涯
を
簡
単
に
振
り
返
り
た
い
。

『
舞
姫
』
で
描
か
れ
た
国
費
留
学
生

　

明
治
二
十
三
（
一
八
九
〇
）
年
一
月
、
二
十
八
歳
に
な
る
鷗
外
が

初
め
て
発
表
し
た
小
説
『
舞
姫
』
は
、
ド
イ
ツ
留
学
か
ら
帰
国
途
上

石
見
人
と
し
て
死
せ
ん
と
欲
す
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の
若
い
官
僚
が
、
ド
イ
ツ
で
交
際
し
た
女
性
・
エ
リ
ス
と
の
別
れ
を

回
想
す
る
手
記
で
あ
る
。
主
人
公
・
太お
お

田た

豊と
よ

太た

郎ろ
う

の
モ
デ
ル
は
、
鷗

外
が
留
学
先
の
ド
イ
ツ
で
出
会
っ
た
別
の
軍
医
と
さ
れ
る
が
、
鷗
外

の
実
体
験
と
重
な
る
部
分
も
多
い
。
豊
太
郎
を
通
じ
、
自
身
の
心
境

を
小
説
の
形
を
借
り
て
表
現
し
た
と
言
え
る
。

　

現
地
で
過
ご
す
う
ち
新
た
な
価
値
観
に
触
れ
、
自
由
な
精
神
と
エ

リ
ス
と
の
恋
愛
を
手
に
入
れ
た
の
も
つ
か
の
間
、
豊
太
郎
は
国
家
か

ら
逃
れ
ら
れ
な
い
運
命
に
あ
っ
た
。
近
代
国
家
建
設
を
担
う
こ
と
が

期
待
さ
れ
た
国
費
留
学
生
は
、
国
家
と
運
命
を
共
に
す
る
こ
と
が
要

請
さ
れ
た
。

「
嗚あ

呼あ

、
独ド

逸イ
ツ

に
来
し
初は
じ
めに
、
自
ら
我
本
領
を
悟
り
き
と
思
ひ
て
、

ま
た
器
械
的
人
物
と
は
な
ら
じ
と
誓
ひ
し
が
、
こ
は
足
を
縛
し
て

放
た
れ
し
鳥
の
暫
し
羽
を
動
か
し
て
自
由
を
得
た
り
と
誇
り
し
に

は
あ
ら
ず
や
。
足
の
糸
は
解
く
に
由
な
し
。
曩さ
き

に
こ
れ
を
繰あ
や

つ
り

し
は
、
我
某
省
の
官
長
に
て
、
今
は
こ
の
糸
、
あ
な
あ
は
れ
、
天あ
ま

方が
た

伯は
く

の
手
中
に
在
り
」

　

天
方
伯
は
当
時
伯
爵
だ
っ
た
山
県
有
朋
、
官
長
は
上
官
の
石
黒

忠た
だ
の
り悳
、
天
方
伯
と
豊
太
郎
を
取
り
持
つ
友
人
の
相
沢
謙
吉
は
賀
古
と

重
な
る
。芽
生
え
始
め
た
自
由
の
精
神
も
確
固
た
る
も
の
で
は
な
く
、

天
方
伯
に
従
わ
ず
ド
イ
ツ
に
残
れ
ば
ど
う
な
る
か
。
不
安
が
こ
う
記

さ
れ
る
。

「
本
国
を
も
失
ひ
、
名
誉
を
挽
き
か
へ
さ
ん
道
を
も
絶
ち
、
身
は

こ
の
広
漠
た
る
欧
洲
大
都
の
人
の
海
に
葬
ら
れ
ん
か
と
思
ふ
念
、

心
頭
を
衝つ
い

て
起
れ
り
」

　

日
本
と
い
う
後
ろ
盾
も
、
官
僚
と
し
て
の
名
誉
も
失
え
ば
、
個
人

と
し
て
残
る
も
の
が
あ
る
の
か
。
エ
リ
ス
と
の
愛
に
生
き
た
と
し
て

も
、
広
々
と
し
て
果
て
し
な
い
大
都
会
に
集
ま
る
「
群
衆
」
の
一
人

と
し
て
埋
も
れ
る
だ
け
だ
。
根
無
し
草
の
人
間
と
な
り
か
ね
な
い
自

己
喪
失
感
、
実
在
的
な
不
安
を
言
い
表
し
て
い
る
。
豊
太
郎
は
自
ら

の
意
思
に
か
か
わ
ら
ず
、
時
代
や
社
会
の
要
請
と
し
て
、
再
び
国
家

に
仕
え
る
道
を
選
ば
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。

　

た
だ
、
物
語
は
こ
う
締
め
く
く
ら
れ
る
。

「
嗚
呼
、
相
沢
謙
吉
が
如
き
良
友
は
世
に
ま
た
得
が
た
か
る
べ
し
。

さ
れ
ど
我
脳
裡
に
一
点
の
彼
を
憎
む
こ
ゝ
ろ
は
今
日
ま
で
も
残
れ

り
け
り
」

エ
リ
ー
ゼ
と
の
別
れ

　

実
際
の
鷗
外
も
ド
イ
ツ
で
交
際
し
た
女
性
と
別
れ
、
官
僚
と
し
て

生
き
て
い
く
こ
と
に
な
る
。

　

留
学
を
終
え
た
鷗
外
が
横
浜
に
帰
港
し
て
か
ら
四
日
後
の
明
治
二

十
一
（
一
八
八
八
）
年
九
月
十
二
日
、
こ
の
女
性
が
横
浜
港
に
到
着

し
た
。『
舞
姫
』
で
豊
太
郎
の
恋
人
だ
っ
た
エ
リ
ス
の
モ
デ
ル
と
さ

れ
る
が
、
鷗
外
の
日
記
や
書
簡
に
彼
女
の
名
前
や
素
性
は
記
さ
れ
て

い
な
い
。多
く
の
研
究
者
ら
が
エ
リ
ス
探
索
を
長
年
続
け
て
来
た
が
、

ド
イ
ツ
在
住
の
作
家
・
六ろ
く

草そ
う

い
ち
か
氏
に
よ
っ
て
特
定
さ
れ
た
（
六

草
『
鷗
外
の
恋　

舞
姫
エ
リ
ス
の
真
実
』
講
談
社
、
二
〇
一
一
年
）。
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ベ
ル
リ
ン
の
州
公
文
書
館
や
教
会
公
文
書
館
に
残
る
当
時
の
文
書
を

調
査
し
た
結
果
、
一
八
六
六
年
に
現
ポ
ー
ラ
ン
ド
領
の
シ
ュ
チ
ェ
チ

ン
生
ま
れ
の
エ
リ
ー
ゼ
・
マ
リ
ー
・
カ
ロ
リ
ー
ネ
・
ヴ
ィ
ー
ゲ
ル
ト

と
判
明
し
た
。

　

エ
リ
ー
ゼ
は
一
カ
月
間
、
東
京
の
築つ
き

地じ

精せ
い

養よ
う

軒け
ん

ホ
テ
ル
に
滞
在
し

た
。
そ
の
間
、
鷗
外
の
家
族
は
結
婚
を
断
念
す
る
よ
う
説
得
を
続
け

た
。
鷗
外
は
十
月
十
四
日
、
賀
古
に
書
簡
を
送
っ
た
。
エ
リ
ー
ゼ
に

関
し
て
鷗
外
が
残
し
た
唯
一
の
記
録
で
あ
る
。

「
彼か
の

件け
ん

は
左さ

顧こ

右う

盻べ
ん

〔
左
右
を
見
回
し
た
め
ら
う
こ
と
〕
に
遑い
と
まな

く
断
行
仕
つ
か
ま
つ
り

候そ
う
ろ
う（

中
略
）
其そ
の

源み
な
も
との

清
か
ら
ざ
る
ヿこ
と

故ゆ
え

ど
ち
ら

に
も
満
足
致い
た
し

候
そ
う
ろ
う

様よ
う

に
は
収
ま
り
難が
た

く
、
其そ
の
か
ん間

軽
重
す
る
所
は

明
白
に
て
人
に
議は
か

る
迠ま
で

も
無ご
ざ
な
く

御
座
候そ
う
ろ
う」

　

家
族
や
周
囲
の
反
対
に
遭
い
、「
遂
に
エ
リ
ー
ゼ
と
別
れ
る
こ
と

を
決
心
し
、
そ
れ
を
賀
古
に
伝
え
た
手
紙
」（
山
崎
国
紀
『
森
鷗
外

の
手
紙
』）
と
さ
れ
る
。
そ
の
三
日
後
、
エ
リ
ー
ゼ
は
横
浜
港
か
ら

帰
国
し
、
鷗
外
は
埠
頭
か
ら
見
送
っ
た
。

　

結
局
、
鷗
外
は
エ
リ
ー
ゼ
と
の
愛
を
捨
て
、
海
軍
中
将
で
男
爵
の

赤
松
則
良
の
長
女
・
と
し
こ
と
結
婚
す
る
。
鷗
外
の
帰
国
前
か
ら
森

家
と
赤
松
家
で
縁
談
を
進
め
て
お
り
、
そ
の
道
筋
に
乗
ら
ざ
る
を
得

な
か
っ
た
。

　
『
舞
姫
』
に
は
登
場
し
な
い
が
、
鷗
外
は
留
学
出
発
前
の
明
治
十

七
（
一
八
八
四
）
年
七
月
二
十
八
日
と
、
帰
国
後
の
明
治
二
十
一
年

九
月
二
十
七
日
、
明
治
天
皇
に
拝
謁
し
て
い
る
。
国
家
が
国
費
留
学

鷗外のドイツ留学に関する陸軍卿から左大臣への上申書（右）と天皇への上奏文（左）
＝国立公文書館のデジタルアーカイブより
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生
に
か
け
る
期
待
の
表
れ
だ
。
鷗
外
の
自
筆
年
譜
『
自
紀
材
料
』
と
、

天
皇
の
正
史
『
明
治
天
皇
紀
』
に
記
さ
れ
る
。
し
か
も
、
帰
国
後
の

拝
謁
は
、
エ
リ
ー
ゼ
が
日
本
滞
在
中
の
こ
と
だ
。
エ
リ
ー
ゼ
と
国
家

の
狭
間
で
煩
悶
と
し
て
い
た
ド
イ
ツ
か
ら
の
帰
途
、
漢
文
の
日
記

『
還か
ん

東と
う

日に
ち

乗じ
ょ
う』
に
記
し
た
明
治
二
十
一
年
八
月
九
日
作
の
漢
詩
で
「
何

を
以も
っ

て
か
天て
ん

恩お
ん

に
報
い
ん
」
と
詠
じ
て
い
る
。「
天
皇
の
官
吏
」
と

い
う
意
識
を
拭
い
去
る
こ
と
が
で
き
ず
、
拝
謁
を
終
え
た
以
上
、
も

は
や
逃
れ
ら
れ
な
い
運
命
だ
っ
た
に
違
い
な
い
。

　
『
舞
姫
』
で
太
田
豊
太
郎
と
い
う
創
作
の
人
物
を
通
じ
て
国
費
留

学
生
の
苦
悩
が
描
か
れ
た
が
、
実
際
の
鷗
外
も
留
学
で
得
た
自
由
の

精
神
は
捨
て
が
た
か
っ
た
は
ず
だ
。
エ
リ
ー
ゼ
と
の
結
婚
を
断
念
せ

ざ
る
を
得
な
い
状
況
に
追
い
込
ん
だ
国
家
、
官
僚
機
構
に
対
し
、「
一

点
の
憎
む
こ
ゝ
ろ
」
も
残
し
た
こ
と
だ
ろ
う
。

昼
と
夜
の
二
重
生
活

　

官
と
し
て
生
き
る
こ
と
に
な
っ
た
鷗
外
だ
が
、
自
由
の
精
神
と
の

二
律
背
反
を
ど
う
解
消
す
れ
ば
よ
い
の
か
。
そ
れ
を
昇
華
さ
せ
る
作

業
が
文
筆
業
だ
っ
た
。鷗
外
研
究
者
の
山
崎
一
頴
氏
は「
鷗
外
に
と
っ

て
表
現
す
る
こ
と
は
、
己
を
客
観
化
し
、
組
織
か
ら
個
を
奪
い
返
し
、

浄
化
す
る
行
為
で
あ
っ
た
」（「
鷗
外
に
と
っ
て
表
現
す
る
こ
と
の
意

味

─
序
に
代
え
て
」『
森
鷗
外
論
攷
完
』
所
収
）
と
指
摘
す
る
。

　

陸
軍
医
と
し
て
本
格
的
に
歩
み
始
め
た
鷗
外
は
、
昼
に
公
務
、
夜

や
休
日
に
文
筆
と
い
う
二
重
生
活
を
続
け
た
。
昼
は
私
を
捨
て
て
国

家
に
尽
く
し
つ
つ
、
夜
の
文
筆
で
抑
圧
さ
れ
た
鬱
憤
を
解
き
放
ち
、

精
神
を
浄
化
さ
せ
た
。
内
面
の
自
由
を
得
る
た
め
に
必
要
な
こ
と

だ
っ
た
。
官
僚
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
小
説
を
書
い
た
の
で
は
な
い
。

官
僚
と
し
て
生
き
る
た
め
に
、
小
説
を
書
き
続
け
な
け
れ
ば
な
ら
な

か
っ
た
の
だ
。

　
『
舞
姫
』
を
書
き
上
げ
、
個
人
と
国
家
の
間
で
の
葛
藤
や
矛
盾
の

均
衡
を
保
て
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
で
、
鷗
外
は
天
皇
を
中
心
と
し

た
国
家
に
仕
え
る
「
近
代
官
僚
＝
近
代
日
本
人
」
に
な
る
こ
と
が
で

き
た
と
い
え
る
。
業
務
に
差
し
障
る
と
上
官
か
ら
注
意
さ
れ
て
も
筆

を
折
ら
な
か
っ
た
の
は
、官
僚
・
森
林
太
郎
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー

を
保
つ
た
め
に
文
学
が
必
要
だ
っ
た
か
ら
だ
ろ
う
。

　

当
然
の
帰
結
と
し
て
、
小
説
に
は
、
自
由
を
求
め
な
が
ら
実
現
で

き
な
か
っ
た
後
悔
や
エ
リ
ー
ゼ
の
影
が
ち
ら
つ
く
。
明
治
天
皇
の
大

喪
当
日
に
殉
死
し
た
乃の

木ぎ

希ま
れ

典す
け

に
触
発
さ
れ
歴
史
小
説
を
書
き
始
め

た
大
正
期
は
、
組
織
と
個
人
の
関
係
を
問
う
テ
ー
マ
が
よ
り
強
く
な

る
。
官
僚
組
織
の
中
で
も
最
も
規
律
が
厳
し
い
軍
の
内
部
で
鷗
外
は

生
き
た
。
個
人
と
の
矛
盾
や
対
立
が
深
ま
れ
ば
深
ま
る
ほ
ど
、
作
品

を
通
じ
て
の
解
放
も
大
き
く
な
る
。

　

こ
れ
に
先
立
ち
、
自
ら
の
経
験
を
題
材
に
青
年
の
性
欲
史
を
描
い

た
『
ヰ
タ
・
セ
ク
ス
ア
リ
ス
』（
明
治
四
十
二
年
）
は
、
過
激
な
性

描
写
や
思
想
を
描
い
て
い
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
発
禁
と
さ
れ
、
石

本
新
六
陸
軍
次
官
か
ら
厳
重
注
意
を
受
け
た
。
現
職
の
高
級
官
僚
の

身
で
、
社
会
や
国
家
へ
の
批
判
や
皮
肉
を
現
代
小
説
の
形
で
書
く
の
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は
差
し
障
り
が
あ
る
。
武
家
社
会
と
い
う
歴
史
の
舞
台
を
借
り
る
こ

と
で
、
官
僚
組
織
へ
の
批
判
を
作
品
に
込
め
る
こ
と
が
可
能
と
な
っ

た
の
だ
ろ
う
。

「
官
情
の
薄
き
を
覚
ゆ
」

　

だ
が
、年
を
経
る
と
作
品
か
ら
権
力
批
判
の
厳
し
さ
は
影
を
潜
め
、

静
謐
さ
が
目
立
つ
よ
う
に
な
る
。
大
正
四
年
七
月
十
八
日
、
鷗
外
は

日
記
に
「
齠て
う

齓し
ん

」
と
題
す
る
官
僚
と
し
て
の
半
生
を
振
り
返
る
漢
詩

を
記
し
、
二
十
三
日
に
書
簡
で
賀
古
へ
送
っ
た
。
七
言
律
詩
の
後
半

四
句
を
紹
介
す
る
。

　
「
酔
裏
の
放
言
は　

客か
く

の
怒
り
に
遭あ

ひ

　

緒し
ょ

餘よ

の
小
枝
は　

人
に
嗤わ
ら

は
る

　

老
来　

殊こ
と

に
覚
ゆ　

官
情
の
薄
き
を

　

柱
に
題
せ
し
は　

頭か
う
べを

回め
ぐ

ら
せ
ば　

彼か
れ

も
一い
ち

時じ

　　

酒
の
勢
い
に
ま
か
せ
て
好
き
勝
手
な
こ
と
を
言
っ
て
は
、
同
席

し
た
人
々
の
怒
り
を
買
い
／
本
業
の
か
た
わ
ら
拙つ
た
な

い
作
品
を
つ

づ
っ
て
は
、
他
人
の
あ
ざ
け
り
に
遭
う
ば
か
り
だ
っ
た
。

　

老
い
る
と
と
も
に
、
官
務
に
対
す
る
熱
意
が
薄
れ
て
ゆ
く
の
を

強
く
自
覚
す
る
よ
う
に
な
っ
た
が
／
ふ
り
か
え
っ
て
み
れ
ば
、
野

心
に
あ
ふ
れ
て
い
た
あ
の
当
時
は
あ
の
当
時
で
、
そ
れ
が
自
分
の

偽
ら
ざ
る
姿
だ
っ
た
の
で
あ
る
。」（
※
傍
線
は
筆
者
）

　

五
十
三
歳
の
鷗
外
は
陸
軍
省
医
務
局
長
と
し
て
八
年
近
く
務
め
、

こ
の
年
十
一
月
に
陸
軍
次
官
の
大
島
健
一
に
引
退
を
申
し
出
る
。
発

令
は
翌
大
正
五
年
四
月
十
三
日
で
あ
る
。
官
僚
が
本
務
の
鷗
外
に

と
っ
て
、
文
筆
は
「
緒
餘
の
小
枝
」
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。
退
官
が
迫

る
中
、「
官
情
薄
」と
心
境
が
吐
露
さ
れ
る
。
立
身
出
世
の
志
は
薄
れ
、

官
に
対
す
る
未
練
も
な
く
な
っ
た
。
昼
の
公
務
が
な
く
な
れ
ば
、
夜

の
文
筆
に
も
変
化
が
訪
れ
る
。

「
史
伝
」
で
一
体
化
し
た
昼
と
夜

　

陸
軍
退
官
を
契
機
に
鷗
外
が
取
り
組
み
始
め
た
の
が
「
史
伝
」
で

あ
る
。「
齠
齓
」
の
詩
を
作
っ
た
翌
月
の
大
正
四
年
八
月
か
ら
、
江

戸
時
代
末
期
の
弘
前
藩
に
仕
え
た
侍
医
で
儒
学
者
、
考
証
学
者
だ
っ

た
渋
江
抽
斎
の
事
績
を
調
べ
始
め
る
。
大
正
五
年
一
月
か
ら
東
京
日

日
新
聞
で
連
載
が
始
ま
り
、
連
載
中
の
四
月
に
退
官
し
た
。

　

鷗
外
研
究
者
の
山
崎
一
穎
氏
は
「『
渋
江
抽
斎
』
の
世
界
は
〈
型
〉

と
〈
修
養
〉
を
最
高
の
善
と
す
る
世
界
で
あ
る
」（『
森
鷗
外　

国
家

と
作
家
の
狭
間
で
』
新
日
本
出
版
社
、二
〇
一
二
年
）
と
規
定
す
る
。

『
渋
江
抽
斎
』
で
は
、
抽
斎
が
取
り
組
ん
だ
考
証
学
に
つ
い
て
「
修

養
の
全ま
つ
たか

ら
ん
こ
と
を
欲
す
る
に
は
、
考
証
を
闕か

く
こ
と
は
出
来
ぬ

と
信
じ
て
ゐ
る
」（
そ
の
五
十
六
）、「
道
に
至
る
に
は
考
証
に
由よ

つ

て
至
る
よ
り
外
無
い
と
信
じ
た
の
で
あ
る
」（
そ
の
五
十
七
）
と
記

さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
テ
キ
ス
ト
の
考
証
を
通
じ
て
し
か
古
の
教
え
を

伝
授
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、考
証
す
る
こ
と
は
学
者
と
し
て
の
修
養
、

す
な
わ
ち
「
道
」
そ
の
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
世
界
だ
。
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「
抽
斎
ら
は
幕
府
（
公
）
に
よ
っ
て
生
活
が
保
証
さ
れ
、
学
問
集

団
に
参
加
す
る
個
は
、
校こ
う

勘か
ん

と
い
う
為し

事ご
と

を
通
し
て
充
実
感
を
感

得
す
る
。
個
と
組
織
が
矛
盾
を
来
た
さ
な
い
。
そ
れ
故
、
至
福
に

生
き
た
時
代
の
父
と
、
維
新
後
そ
の
様
に
生
き
得
な
い
子
の
時
代

相
が
見
事
に
浮
き
彫
り
に
な
る
」（
山
崎
「
二
十
二　

一
身
に
し

て
二
生
を
生
き
た
森
鷗
外
」『
森
鷗
外
論
攷　

完
』
所
収
）

　

鷗
外
は
陸
軍
を
辞
す
る
こ
と
で
初
め
て
文
筆
に
専
念
で
き
る
環
境

に
身
を
置
き
、
昼
の
世
界
と
夜
の
世
界
が
一
体
化
し
た
。
し
か
も
、

抽
斎
と
い
う
敬
慕
す
る
人
物
と
巡
り
会
い
、
描
く
対
象
と
自
身
を
重

ね
合
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
た
。
鷗
外
自
ら
「
わ
た
く
し
」
と
い
う
一

人
称
で
著
作
に
登
場
し
、
抽
斎
ゆ
か
り
の
人
や
史
跡
を
訪
ね
歩
く
と

い
う
、
こ
れ
ま
で
に
な
い
ル
ポ
タ
ー
ジ
ュ
形
式
で
書
き
進
め
た
。
史

料
に
立
脚
し
た
「
史
伝
」
へ
の
転
換
で
あ
る
。

　

組
織
や
国
家
と
の
間
で
葛
藤
も
な
く
な
り
、
創
作
に
よ
り
精
神
を

浄
化
さ
せ
る
必
要
性
も
薄
れ
た
。
虚
構
で
あ
る
小
説
と
い
う
形
式
を

取
ら
な
く
と
も
、
自
己
表
現
が
可
能
と
な
っ
た
の
だ
。
そ
れ
は
鷗
外

に
と
っ
て
も
「
至
福
な
世
界
」
だ
っ
た
。

　

鷗
外
は
大
正
六
年
十
二
月
、
再
び
官
界
に
呼
び
戻
さ
れ
た
が
、
宮

内
官
僚
と
し
て
取
り
組
ん
だ
歴
史
編
集
事
業
は
史
伝
の
延
長
線
上
に

あ
っ
た
。
私
と
公
の
矛
盾
、
ま
し
て
若
き
日
に
抱
い
た
「
一
点
の
憎

む
こ
ゝ
ろ
」
は
霧
散
し
て
い
た
。
国
家
の
中
心
に
位
置
す
る
天
皇
の

歴
史
を
、
史
料
に
基
づ
き
確
定
し
て
ゆ
く
作
業
は
、
江
戸
期
の
考
証

学
者
が
実
践
し
た
「
修
養
」
や
「
道
」
で
あ
る
。『
空
車
』
で
暗
示

し
た
国
家
の
「
虚
」
を
宮
内
官
僚
と
し
て
埋
め
合
わ
せ
る
仕
事
は
、

こ
れ
ま
で
歩
ん
で
き
た
空
疎
な
官
僚
人
生
に
新
た
な
意
味
を
吹
き
込

み
、
堅
実
な
も
の
へ
と
再
構
築
す
る
作
業
で
も
あ
っ
た
。
宮
内
省
で

の
官
僚
と
し
て
の
第
二
の
人
生
は
、
昼
の
公
務
と
夜
の
執
筆
の
世
界

が
一
体
化
し
た
も
の
だ
っ
た
。

　

し
か
し
、
そ
う
し
た
「
為
事
」
に
情
熱
を
傾
け
る
こ
と
が
で
き
る

至
福
な
世
界
を
崩
し
た
の
が
、
宮
内
大
臣
・
牧
野
伸
顕
に
よ
る
官
制

改
革
に
伴
う
リ
ス
ト
ラ
で
あ
り
、
自
ら
の
事
業
を
優
先
さ
せ
て
働
き

か
け
を
強
め
た
帝
室
制
度
審
議
会
総
裁
・
伊
東
巳
代
治
の
横
や
り

だ
っ
た
。
そ
れ
が
「
官
憲
威
力
」
に
対
す
る
憤
り
と
し
て
遺
言
に
記

さ
れ
た
。

「
石
見
人
」
の
真
意

　

遺
言
で
鷗
外
が
一
個
人
と
し
て
死
に
赴
き
た
い
と
書
き
残
し
た
の

は
、
国
家
へ
の
憤
り
が
前
提
と
な
る
。
そ
し
て
栄
典
辞
退
と
い
う
形

で
国
家
を
拒
否
し
た
。「
死
は
一
切
を
打
ち
切
る
重
大
事
件
な
り
」と
、

生
涯
に
渡
り
官
僚
と
し
て
尽
く
し
て
き
た
国
家
と
関
わ
り
を
絶
つ
と

宣
言
し
、「
奈い

か何
な
る
官
憲
威
力
と
雖
い
え
ど
も

此こ
れ

に
反
抗
す
る
事
を
得
ず
と

信
ず
」
と
、
ど
の
よ
う
な
国
家
権
力
で
あ
っ
て
も
自
ら
の
死
に
関
与

を
す
る
こ
と
を
拒
ん
だ
。
そ
の
上
で
「
石
見
人
森
林
太
郎
と
し
て
死

せ
ん
と
欲
す
」
と
、
一
切
の
肩
書
を
捨
て
た
一
個
人
と
し
て
死
に
た

い
と
望
ん
だ
。「
石
見
人
」
の
対
義
語
は
、
国
家
に
尽
く
す
「
近
代

官
僚
＝
近
代
日
本
人
」
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、「
近
代



— 80 —

日
本
人
」
と
し
て
死
ぬ
こ
と
を
拒
ん
だ
の
だ
。

　

十
歳
で
上
京
し
た
鷗
外
は
、
十
九
歳
で
東
京
大
学
医
学
部
を
卒
業

し
、
陸
軍
入
省
後
に
留
学
の
機
会
を
得
た
。『
舞
姫
』
の
主
人
公
・

太
田
豊
太
郎
の
心
境
に
沿
え
ば
、「
我
名
を
成
さ
む
」と
い
う
功
名
心
、

「
我
家
を
興
さ
む
」
と
い
う
森
家
再
興
が
先
に
立
っ
た
が
、
国
家
か

ら
逃
れ
ら
れ
な
い
明
治
期
の
国
費
留
学
生
の
宿
命
に
縛
ら
れ
た
。
主

体
的
に
選
ん
だ
道
で
は
な
か
っ
た
が
、
国
家
に
対
し
「
一
点
の
憎
む

こ
ゝ
ろ
」を
封
印
し
な
が
ら
官
僚
と
し
て
生
き
る
道
が
定
ま
っ
た
時
、

「
官
僚
・
森
林
太
郎
＝
近
代
日
本
人
」
が
誕
生
し
た
。『
舞
姫
』
執
筆

が
そ
の
起
点
と
な
る
。

　

遺
言
は
「
余
は
少
年
の
時
よ
り
老
死
に
至
る
ま
で
一
切
秘
密
無
く

交
際
し
た
る
友
は
賀
古
鶴
所
君
な
り
」
と
書
き
出
さ
れ
る
。
エ
リ
ー

ゼ
と
の
恋
を
捨
て
る
か
否
か
で
苦
悶
し
た
若
き
日
の
鷗
外
の
相
談
に

乗
り
、
官
の
道
へ
と
導
い
た
の
が
賀
古
だ
っ
た
。
ド
イ
ツ
の
地
で
自

由
の
風
に
当
た
り
芽
生
え
始
め
た
自
我
を
押
し
殺
し
、
自
由
と
の
決

別
と
い
う
犠
牲
を
払
い
、
身
を
粉
に
し
て
尽
く
し
た
官
僚
人
生
で
あ

る
。
だ
が
、最
後
は
そ
の
国
家
に
裏
切
ら
れ
た
。
そ
う
し
た
「
秘
密
」

を
最
も
よ
く
知
る
の
が
賀
古
だ
っ
た
。

　

で
は
、「
近
代
官
僚
＝
近
代
日
本
人
」
を
捨
て
去
っ
た
鷗
外
だ
が
、

回
帰
す
べ
き
「
石
見
人
」
と
は
何
を
指
す
の
か
。
津
和
野
か
ら
比
較

的
近
距
離
に
あ
る
福
岡
・
小
倉
に
勤
務
し
た
時
す
ら
、
故
郷
に
立
ち

寄
っ
て
い
な
い
。
津
和
野
と
い
う
土
地
に
愛
着
が
あ
る
よ
う
に
は
思

え
な
い
。

　
『
渋
江
抽
斎
』
が
鷗
外
の
最
高
傑
作
の
一
つ
で
あ
る
と
の
評
は
、

石
川
淳
『
鷗
外
覚
書
』（
三
笠
書
房
、
一
九
四
一
年
）
以
降
、
定
着

し
て
い
る
。
確
固
と
し
た
君
臣
関
係
を
前
提
に
、
為
す
べ
き
事
に
専

念
で
き
た
江
戸
時
代
後
期
の
藩
主
仕
え
の
医
師
や
考
証
学
者
た
ち

に
、
鷗
外
は
自
ら
を
重
ね
合
わ
せ
、
筆
致
が
生
き
生
き
と
し
て
い
る
。

天
皇
を
中
心
と
し
て
急
速
に
作
り
上
げ
た
近
代
日
本
人
と
い
う
虚
構

を
捨
て
去
っ
た
時
、
そ
こ
に
残
る
の
は
、
藩
主
に
忠
誠
を
尽
く
す
前

近
代
の
武
士
の
姿
で
あ
る
。
乃
木
希
典
の
殉
死
で
改
め
て
自
覚
さ
せ

ら
れ
た
も
の
の
、
大
正
期
に
は
か
す
か
な
残
り
香
が
漂
う
だ
け
と

な
っ
て
い
た
。

　

史
伝
で
描
い
た
世
界
に
鷗
外
が
接
し
た
の
は
、
史
料
や
伝
聞
か
ら

だ
け
で
は
な
い
。
父
・
静
男
は
最
後
の
津
和
野
藩
主
・
亀
井
家
十
二

代
目
の
茲こ
れ

監み

に
侍
す
る
典
医
と
し
て
仕
え
た
。
維
新
後
に
上
京
し
た

の
は
亀
井
家
の
招
き
を
受
け
た
か
ら
で
、
東
京
・
向
島
の
旧
亀
井
藩

下
屋
敷
（
亀
井
家
の
別
邸
）
に
住
み
込
ん
だ
後
、
近
所
に
移
り
住
ん

だ
。
そ
の
後
も
交
流
は
続
き
、
明
治
十
八
（
一
八
八
五
）
年
に
茲
監

が
保
養
先
の
静
岡
・
熱
海
温
泉
で
脳
卒
中
を
発
症
後
に
死
去
し
た
際
、

静
男
は
東
京
か
ら
駆
け
つ
け
看
取
っ
て
い
る
。

　

鷗
外
の
代
に
な
っ
て
も
主
従
の
親
密
な
つ
な
が
り
は
続
い
た
。
亀

井
家
の
家
政
に
関
し
て
は
津
和
野
出
身
の
有
力
者
が
相
談
を
受
け
て

い
た
が
、
鷗
外
は
そ
の
一
人
だ
っ
た
。
十
四
代
目
茲こ
れ

常つ
ね

が
宮
内
省
式

部
官
に
採
用
さ
れ
た
の
は
、
鷗
外
が
山
県
有
朋
に
あ
っ
せ
ん
を
頼
ん

だ
か
ら
だ
。
賀
古
宛
書
簡
で
「
は
じ
め
て
旧
主
人
家
に
対
し
報
恩
を
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な
し
た
る
や
う
の
心
持
い
た
し
愉
快
に
不た
え
ず堪

候そ
う
ろ
う」（

明
治
四
十
二
年

十
二
月
八
日
）
と
喜
び
を
伝
え
た
。

　

茲
常
に
長
男
が
生
ま
れ
た
二
日
後
、
鷗
外
の
日
記
に
「
亀
井
伯
茲

常
ぬ
し
の
長
男
を
茲
建
と
名
づ
く
。
こ
れ
た
け
な
り
」（
明
治
四
十

三
年
六
月
二
十
三
日
条
）と
記
さ
れ
る
。十
五
代
目
の
命
名
者
と
な
っ

た
の
だ
。
鷗
外
の
日
記
を
見
る
と
、
晩
年
ま
で
年
末
年
始
の
あ
い
さ

つ
で
東
京
・
小
石
川
の
亀
井
宅
を
訪
ね
る
の
が
恒
例
と
な
っ
て
い
た
。

津
和
野
・
永
明
寺

　

鷗
外
が
生
ま
れ
た
津
和
野
は
、亀
井
家
四
万
三
千
石
の
城
下
町
で
、

津
和
野
川
に
沿
っ
た
山
間
の
細
長
い
平
地
に
位
置
す
る
。
幼
少
時
の

鷗
外
が
通
っ
た
藩
校
・
養
老
館
な
ど
古
い
町
並
み
が
保
存
さ
れ
、「
山

陰
の
小
京
都
」
と
称
さ
れ
る
。

　
「
石
見
人
」の
手
掛
か
り
を
探
ろ
う
と
、筆
者
は
津
和
野
を
訪
ね
た
。

ま
ず
向
か
っ
た
の
は
亀
井
家
菩
提
所
の
永
明
寺
だ
。
J
R
山
口
線
の

津
和
野
駅
か
ら
裏
手
の
山
の
方
面
へ
五
分
ほ
ど
歩
く
。
坂
道
の
上
に

あ
る
山
門
を
抜
け
る
と
、
右
手
に
茅
葺
き
屋
根
の
本
堂
が
見
え
る
。

森
家
代
々
の
墓
は
、
山
門
の
左
手
の
高
台
に
二
十
基
ほ
ど
た
た
ず
ん

で
い
た
。
中
央
奥
に
「
森
林
太
郎
墓
」
が
あ
る
。
三
鷹
・
禅
林
寺
の

も
の
と
同
じ
墓
石
を
作
り
、
没
後
三
十
一
年
の
昭
和
二
十
八
（
一
九

五
三
）
年
七
月
九
日
、
故
郷
の
地
に
分
骨
し
た
。
た
だ
し
、
鷗
外
の

三
男
・
類る
い

に
よ
る
と
、
実
際
は
骨
で
は
な
く
、
禅
林
寺
の
墓
地
か
ら

土
を
分
け
た
も
の
だ
と
い
う
（
森
類
『
鷗
外
の
子
供
た
ち
─
あ
と
に

島根県津和野町の永明寺にある森家代々の墓所。中央奥が「森林太郎墓」
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残
さ
れ
た
も
の
の
記
録
─
』
光
文
社
、
一
九
五
六
年
）。

　

一
方
、
亀
井
家
代
々
の
墓
は
永
明
寺
の
隣
の
乙お
と

雄お

山
に
あ
る
。
一

旦
、
山
門
を
下
り
て
か
ら
、「
亀
井
家
墓
所
」
の
矢
印
が
書
か
れ
た

掲
示
板
に
従
い
進
む
。
麓
の
永
太
院
の
境
内
を
抜
け
る
と
、
裏
山
へ

と
山
道
が
延
び
て
い
る
。
山
道
の
途
中
に
「
西
家
墓
所
」
と
あ
る
の

は
、
鷗
外
の
親
類
・
西に
し

周あ
ま
ねの
父
祖
の
も
の
だ
。
石
段
を
更
に
上
る
。

鳥
居
を
く
ぐ
り
、
鬱
蒼
と
し
た
木
々
の
間
を
抜
け
て
山
の
中
腹
ま
で

歩
く
こ
と
十
分
弱
。
今
に
も
崩
れ
そ
う
な
白
塀
の
門
を
抜
け
る
と
、

平
坦
な
地
に
出
た
。

　

参
拝
者
が
ほ
と
ん
ど
い
な
い
の
か
、足
元
に
は
雑
草
が
生
い
茂
る
。

左
右
を
見
渡
す
と
、
墓
石
や
石
灯
籠
が
立
ち
並
ぶ
幽
寂
な
光
景
が
広

が
っ
て
い
た
。
戦
国
時
代
か
ら
江
戸
時
代
初
期
の
初
代
茲こ
れ

矩の
り

以
降
、

一
族
の
墓
石
は
約
七
十
基
に
及
ぶ
。

　

ち
な
み
に
、
茲
矩
は
元
々
、
戦
国
時
代
に
山
陰
地
方
を
治
め
た
尼

子
氏
の
重
臣
だ
っ
た
。
尼
子
氏
が
毛
利
氏
に
滅
ぼ
さ
れ
た
後
は
羽
柴

秀
吉
（
後
に
豊
臣
秀
吉
）、
徳
川
家
康
に
仕
え
、
関
ケ
原
の
戦
い
の

後
に
因い
な
ば幡

国
・
鹿し
か

野の

（
現
在
の
鳥
取
市
西
部
）
藩
主
と
な
っ
た
。
茲

矩
の
子
・
二
代
目
政ま
さ

矩の
り

が
津
和
野
に
封
じ
ら
れ
、
明
治
維
新
ま
で
続

い
た
。

　

平
成
期
の
約
三
十
年
間
、
一
貫
し
て
元
号
選
定
事
務
を
担
い
、
令

和
改
元
直
前
に
亡
く
な
っ
た
「
元
号
研
究
官
」
の
尼
子
昭
彦
氏
は
、

戦
国
大
名
・
尼
子
氏
の
末
裔
だ
と
同
僚
ら
に
話
し
て
い
た
。
国
立
公

文
書
館
公
文
書
研
究
官
兼
内
閣
事
務
官
と
の
肩
書
を
持
ち
、
鷗
外
や

吉
田
増
蔵
の
系
譜
に
連
な
る
平
成
の
漢
学
官
僚
だ
っ
た
。
近
代
元
号

制
度
の
確
立
に
寄
与
し
た
鷗
外
の
旧
主
君
を
さ
か
の
ぼ
る
と
尼
子
氏

に
た
ど
り
着
く
の
も
、
元
号
を
巡
る
縁
を
感
じ
る
。

鷗
外
撰
の
石
碑
も

　

話
を
墓
地
に
戻
す
。
門
の
正
面
に
初
代
茲
矩
、
右
手
に
二
代
目
政

矩
の
墓
石
が
あ
り
、
左
手
に
そ
れ
以
後
の
も
の
が
続
く
。
風
化
し
た

り
、
苔
む
し
た
り
し
て
文
字
が
読
み
に
く
い
も
の
が
多
い
が
、
奧
へ

進
む
と
「
従
四
位
勲
二
等
伯
爵
亀
井
茲こ
れ

建た
け

之
墓
」
と
は
っ
き
り
刻
ま

れ
た
墓
石
が
目
に
入
っ
た
。
鷗
外
が
命
名
し
た
十
五
代
目
だ
。
平
成

四
（
一
九
九
二
）
年
に
亡
く
な
り
、
墓
地
の
中
で
最
も
新
し
い
。
そ

の
二
つ
隣
は
十
四
代
目
の
「
従
二
位
勲
四
等
伯
爵
亀
井
茲こ
れ

常つ
ね

之
墓
」

（
昭
和
十
七
年
没
）。
更
に
奧
へ
歩
む
と
十
三
代
目
の
「
従
三
位
勲
四

等
伯
爵
亀
井
茲こ
れ

明あ
き

之
墓
」（
明
治
二
十
九
年
没
）が
あ
り
、最
も
奥
ま
っ

た
場
所
に
十
二
代
目
の
「
従
二
位
勲
三
等
亀
井
茲こ
れ

監み

墓
」（
明
治
十

八
年
没
）
が
位
置
す
る
。
そ
の
向
か
っ
て
右
隣
に
「
正
二
位
亀
井
候

碑
」
の
石
碑
が
あ
る
。
茲
監
没
後
の
大
正
十
（
一
九
二
一
）
年
、「
従

二
位
」
か
ら
「
正
二
位
」
へ
と
官
位
が
上
っ
た
経
緯
と
、
生
前
の
功

績
が
漢
文
で
刻
ま
れ
、
文
末
に
「
正
三
位
勲
一
等　

森
林
太
郎
撰
」

と
記
さ
れ
る
。
十
四
代
目
茲
常
が
鷗
外
に
依
頼
し
て
作
ら
せ
た
碑
文

だ
。

　

筆
者
は
乙
雄
山
の
墓
所
を
歩
き
、
二
つ
の
こ
と
に
気
付
い
た
。
一

つ
は
、
墓
石
や
石
碑
に
は
、
鷗
外
も
含
め
て
国
か
ら
与
え
ら
れ
た
位
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階
が
彫
ら
れ
て
い
る
こ
と
。
も
う
一
つ
は
、
森
家
代
々
の
墓
と
亀
井

家
代
々
の
墓
の
距
離
感
だ
。
二
つ
の
家
の
墓
に
つ
な
が
り
は
感
じ
ら

れ
な
い
。

　

乙
雄
山
を
下
り
、
津
和
野
の
町
を
歩
い
た
。
夕
刻
で
観
光
客
の
姿

は
ほ
と
ん
ど
な
い
。
津
和
野
川
沿
い
に
あ
る
養
老
館
ま
で
来
る
と
、

白
鷺
が
大
き
な
羽
を
優
雅
に
広
げ
、
目
の
前
に
舞
い
降
り
て
き
た
。

門
前
の
小
さ
な
広
場
に
は
「
鷺
舞
」
の
像
が
建
つ
。
四
〇
〇
年
の
歴

史
を
持
つ
津
和
野
の
弥
栄
神
社
に
伝
わ
る
神
事
で
、
国
指
定
重
要
無

形
民
俗
文
化
財
に
指
定
さ
れ
て
い
る
。
白
鷺
は
そ
の
横
を
、
細
く
て

長
い
足
を
交
差
さ
せ
な
が
ら
ゆ
っ
く
り
歩
み
、
し
ば
ら
く
す
る
と
ま

た
飛
び
立
っ
た
。
滞
在
中
に
津
和
野
川
周
辺
で
鷺
の
姿
を
何
度
も
見

た
。
幼
い
鷗
外
も
目
に
し
た
光
景
で
あ
ろ
う
。

　

た
だ
、
鷗
外
作
品
に
登
場
す
る
「
鷺
」
に
は
、
暗
い
影
が
つ
き
ま

と
う
。『
舞
姫
』
で
は
、
太
田
豊
太
郎
が
エ
リ
ス
を
裏
切
り
日
本
へ

帰
国
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
る
最
後
の
山
場
で
描
か
れ
る
。厳
冬
の
夜
、

煩
悶
と
す
る
豊
太
郎
が
よ
う
や
く
自
宅
前
に
た
ど
り
着
い
た
と
こ

ろ
、
エ
リ
ス
の
部
屋
の
灯
火
を
遮
る
の
が
「
降
り
し
き
る
鷺
の
如
き

雪
片
」
だ
。
自
由
と
愛
に
暗
雲
が
立
ち
こ
め
る
様
子
を
表
現
し
て
い

る
。

　
『
ル
・
パ
ル
ナ
ス
・
ア
ン
ビ
ュ
ラ
ン
』（
明
治
四
十
三
年
）
と
『
雁
』

（
同
四
十
四
年
～
）
で
は
、
田
ん
ぼ
の
中
を
歩
く
よ
う
な
半
ば
自
由

を
縛
ら
れ
た
様
子
を
「
鷺
の
や
う
な
」
と
記
す
。
身
動
き
が
取
れ
な

い
因
習
を
象
徴
し
て
い
る
よ
う
だ
。

　

果
て
は
『
佐
橋
甚
五
郎
』（
大
正
二
年
）
で
、
徳
川
家
康
の
家
臣

ら
に
よ
る
鉄
砲
の
腕
試
し
の
賭
け
で
、鷺
は
撃
ち
殺
さ
れ
て
し
ま
う
。

鷗
外
が
典
拠
と
し
た
史
料
に
鷺
撃
ち
の
場
面
は
な
く
、
創
作
と
み
ら

れ
る
（
尾
形
仂
『
鷗
外
の
歴
史
小
説　

史
料
と
方
法
』
筑
摩
書
房
、

一
九
七
九
年
）。

藩
主
の
跡
を
追
っ
て

　

鷗
外
の
墓
は
元
々
、
現
在
の
三
鷹
・
禅
林
寺
に
あ
っ
た
わ
け
で
は

な
い
。
死
去
か
ら
四
日
後
の
大
正
十
一
年
七
月
十
三
日
、
東
京
・
向

島
の
弘
福
寺
に
埋
葬
さ
れ
た
。
隅
田
川
東
岸
の
土
手
に
隣
接
し
、
江

戸
風
情
が
残
る
下
町
だ
。

　

江
戸
時
代
以
降
の
森
家
代
々
の
墓
は
津
和
野
・
永
明
寺
に
あ
る
。

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
な
ぜ
向
島
の
地
に
葬
ら
れ
た
の
か
。
そ
れ
は
明

治
二
十
九
年
に
没
し
た
鷗
外
の
父
・
静
男
に
さ
か
の
ぼ
る
。
鷗
外
の

末
弟
・
潤
三
郎
は
静
男
の
墓
所
に
つ
い
て
「
弘
福
寺
と
し
た
の
は
藩

主
茲
監
公
の
墓
所
が
あ
る
か
ら
で
、以
後
此
寺
を
菩
提
所
と
定
め
た
」

（「
郷
土
名
家
の
墳
墓
（
上
）」『
墓
蹟
』
第
十
一
号
、
一
九
二
八
年
）

と
記
す
。
鷗
外
の
次
女
・
小
堀
杏あ
ん

奴ぬ

も
「
墓
所
は
父
の
希
望
に
よ
り
、

向
島
の
弘
福
寺
に
葬
ら
れ
た
。（
中
略
）
父
は
森
家
が
、
先
祖
代
々

善
政
の
恩
恵
を
受
け
、
心
か
ら
の
敬
慕
の
情
を
抱
く
に
至
っ
た
藩
主

の
御
墓
所
近
く
眠
り
た
か
っ
た
の
で
あ
る
」（「
森
鷗
外
文
学
紀
行　

切
支
丹
と
亡
父
鷗
外
」『
人
と
文
学
シ
リ
ー
ズ　

現
代
日
本
文
学
ア

ル
バ
ム　

森
鷗
外
』
学
習
研
究
社
、
一
九
七
九
年
所
収
）
と
振
り
返
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る
。

　

亀
井
家
代
々
の
墓
所
も

津
和
野
・
永
明
寺
に
あ
る

が
、
参
勤
交
代
で
江
戸
と

国
元
を
往
復
し
た
た
め

か
、七
～
十
代
目
は
東
京
・

芝
の
青
松
寺
に
埋
葬
さ

れ
、
江
戸
と
津
和
野
の
双

方
に
墓
が
あ
っ
た
と
み
ら

れ
る
。
だ
が
、
維
新
後
に

東
京
に
移
り
住
み
、
十
二

代
目
茲
監
の
妻
以
降
、
向

島
の
弘
福
寺
に
葬
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
（
津
和
野
町
教
育
委
員
会

『
津
和
野
町
埋
蔵
文
化
財
報
告
書
第
15
集　

津
和
野
藩
主
亀
井
家
墓

所
』
二
〇
一
一
年
）。
菩
提
所
を
移
し
た
藩
主
の
跡
を
追
う
よ
う
に
、

森
家
も
墓
所
を
移
し
た
の
だ
。
大
正
十
一
年
の
弘
福
寺
に
は
、
森
家

当
主
で
は
静
男
と
林
太
郎
（
鷗
外
）、
亀
井
家
当
主
で
は
茲
監
と
十

三
代
目
茲
明
の
墓
が
あ
っ
た
。
茲
監
が
「
正
二
位
」
に
上
っ
た
功
績

を
刻
ん
だ
鷗
外
撰
の
石
碑
も
で
あ
る
。

関
東
大
震
災
で
被
災

　

と
こ
ろ
が
、
翌
大
正
十
二
（
一
九
二
三
）
年
九
月
一
日
の
関
東
大

震
災
に
よ
っ
て
、
両
家
の
墓
の
つ
な
が
り
は
絶
た
れ
て
し
ま
う
。
弘

福
寺
の
本
堂
は
全
焼
し
、
境
内
は
復
興
に
際
し
て
区
画
整
理
の
対
象

と
な
っ
た
。
鷗
外
を
慕
い
命
日
に
墓
参
し
た
作
家
の
永
井
荷
風
は
、

大
正
十
三
（
一
九
二
四
）
年
七
月
九
日
の
日
記
に
「
弘
福
寺
焼
跡
は

一
面
の
花
畑
と
な
り
、
孔
雀
草
、
千
日
草
、
天
竺
葵
な
ど
今
を
さ
か

り
と
咲
乱
れ
た
り
。
堂
宇
再
建
の
様
子
も
な
し
」
と
記
し
た
（
永
井

壮
吉
『
断
腸
亭
日
乗
一
』
岩
波
書
店
、
一
九
八
〇
年
）。

　

大
正
十
五
（
一
九
二
六
）
年
、
亀
井
家
は
弘
福
寺
の
墓
石
を
津
和

野
に
移
し
た
。
こ
れ
が
現
在
の
乙
雄
山
に
あ
る
茲
監
、
茲
明
の
墓
で

あ
る
。
森
家
の
墓
も
翌
昭
和
二
（
一
九
二
七
）
年
に
、
東
京
都
内
で

同
じ
宗
派
の
三
鷹
・
禅
林
寺
に
改
葬
さ
れ
た
。

　

三
鷹
や
津
和
野
を
訪
ね
て
も
、
鷗
外
が
死
に
臨
ん
だ
当
時
の
状
況

は
浮
か
ん
で
こ
な
い
。
震
災
で
引
き
裂
か
れ
る
ま
で
の
僅
か
な
期
間

鷗外が撰んだ亀井茲監の功績が刻まれ
た石碑。左奥は茲監の墓石

津和野町の乙雄山にある亀井家代々の墓所。
右から十二代茲監、茲監の妻、十三代茲明
の墓石
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だ
っ
た
が
、
鷗
外
は
自
ら
望
ん
で
旧
藩
主
の
傍
ら
に
眠
っ
て
い
た
の

で
あ
る
。

　
「
石
見
人
森
林
太
郎
と
し
て
死
せ
ん
と
欲
す
」
と
は
、
近
代
国
家

に
仕
え
た
「
官
僚
森
林
太
郎
」
を
捨
て
、「
石
見
人
森
林
太
郎
」
と

し
て
津
和
野
藩
主
に
仕
え
る
武
士
に
戻
る
こ
と
を
意
識
し
た
も
の
で

は
な
い
か
。
史
伝
で
描
い
た
至
福
の
世
界
で
あ
る
。
具
体
的
に
思
い

浮
か
べ
た
土
地
は
、旧
藩
主
と
森
家
の
墓
所
が
あ
っ
た
向
島
と
な
る
。

　

津
和
野
出
身
の
作
家
、
伊
東
佐
喜
雄
は
ふ
る
さ
と
に
対
す
る
鷗
外

の
意
識
を
次
の
よ
う
に
考
察
す
る
。

「
出
京
後
も
、
祖
母
や
両
親
や
師
友
・
先
輩
ば
か
り
で
は
な
く
、

旧
藩
主
の
亀
井
家
、
或
ひ
は
郷
里
か
ら
上
る
ひ
と
び
と
─
そ
れ
ら

の
環
境
と
雰
囲
気
と
は
、
鷗
外
に
と
つ
て
、
東
京
へ
運
ば
れ
て
き

4

4

4

4

4

4

4

4

た4

ふ
る
さ
と
の
風
土
で
あ
ら
う
。
た
と
へ
現
実
に
回
想
は
さ
れ
な

く
と
も
、
ふ
る
さ
と
の
風
土
は
た
え
ず
鷗
外
の
な
か
で
生
き
て
ゐ

た
。（
中
略
）

　

だ
が
、
回
帰
は
徐
々
に
、
し
か
し
確
実
に
行
は
れ
た
。
は
つ
き

り
云
ふ
と
、
そ
の
速
度
は
「
渋
江
抽
斎
」
前
後
に
い
ち
じ
る
し
く

加
は
つ
て
ゐ
る
。
江
戸
末
期
を
生
き
た
儒
学
者
と
そ
の
生
活
と
へ

の
ひ
た
す
ら
な
郷
愁
は
、
そ
の
ま
ま
自
分
の
魂
の
風
土
に
対
す
る

望
郷
と
な
つ
た
。
そ
し
て
、
回
帰
の
針
が
安
ら
か
な
頂
点
を
さ
し

た
の
は
、
実
に
か
の
死
の
床
に
お
い
て
で
あ
つ
た
」（
伊
藤
『
森

鷗
外
』
大
日
本
雄
弁
講
談
社
、
一
九
四
四
年
）

　

た
だ
し
、臣
下
と
し
て
向
島
の
旧
主
君
の
側
に
眠
る
の
で
あ
れ
ば
、

差
し
障
る
こ
と
が
あ
る
。
茲
監
の
「
正
二
位
」
追
贈
の
石
碑
に
記
さ

れ
た
「
正
三
位
勲
一
等
」
と
い
う
鷗
外
の
肩
書
は
、
選
者
の
位
が
上

が
る
ほ
ど
、
主
君
の
功
績
を
高
め
る
役
割
が
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
鷗

外
自
身
の
墓
石
に
刻
む
と
な
る
と
話
は
別
だ
。
十
三
代
目
茲
明
は
三

十
六
歳
で
早
世
し
た
た
め
、「
従
三
位
」「
勲
四
等
」
と
位
階
も
勲
位

も
鷗
外
よ
り
か
な
り
低
い
。
十
二
代
目
茲
監
は
「
正
二
位
」
と
位
階

は
高
い
が
、
勲
位
は
「
勲
三
等
」
と
鷗
外
よ
り
低
く
な
る
。
鷗
外
が

遺
言
で
こ
だ
わ
っ
た
栄
典
拒
否
と
「
森
林
太
郎
墓
の
外
一
字
も
ほ
る

可
ら
ず
」
と
念
を
押
し
た
こ
と
は
、
一
体
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
死
の
前
日
、
鷗
外
の
意
志
と
は
無
関
係
に
、

政
府
は
特
旨
を
以
て
鷗
外
の
位
階
を
「
従
二
位
」
へ
と
一
級
上
げ
た
。

茲
監
の
墓
石
に
記
さ
れ
た
追
贈
前
の
位
階
と
並
ぶ
こ
と
と
な
っ
た
。

ま
す
ま
す
鷗
外
の
墓
に
肩
書
を
彫
る
わ
け
に
は
い
か
な
く
な
る
。

向
島
・
弘
福
寺

　

鷗
外
の
遺
言
と
向
島
・
弘
福
寺
の
関
係
を
考
察
し
た
論
考
は
、
管

見
の
限
り
で
は
見
当
た
ら
な
い
。
向
島
の
地
に
森
家
と
亀
井
家
の
墓

の
手
掛
か
り
は
残
さ
れ
て
い
な
い
か
。
弘
福
寺
に
手
紙
を
送
っ
た
上

で
、
電
話
で
尋
ね
た
。
だ
が
、「
全
く
な
い
で
す
ね
。
震
災
で
焼
け

て
し
ま
い
、ど
こ
に
何
が
あ
っ
た
の
か
わ
か
り
ま
せ
ん
」と
の
話
だ
っ

た
。

　

そ
こ
で
、
実
際
に
訪
ね
る
こ
と
に
し
た
。
東
武
伊
勢
崎
線
の
曳ひ
き

舟ふ
ね

駅
で
下
車
し
、
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
の
地
図
検
索
を
頼
り
に
入
り
組
ん
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だ
路
地
を
、
隅
田
川
東
岸
を
目
指
し
て
西
へ
と
歩
く
。
す
る
と
、
墨

田
区
立
言こ
と

問と
い

小
学
校
の
裏
手
に
「
依よ

田だ

学が
っ

海か
い

旧
居
跡
」
と
い
う
金
属

製
の
史
跡
案
内
板
が
設
置
さ
れ
て
い
る
の
を
見
つ
け
た
。

「
森
鷗
外
の
師
と
し
て
も
知
ら
れ
、『
ヰ
タ
・
セ
ク
ス
ア
リ
ス
』
の

中
で
は
文
淵
先
生
と
し
て
登
場
。（
中
略
）
鷗
外
が
15
歳
の
頃
の

出
会
い
だ
が
、
そ
の
後
も
二
人
の
交
流
は
続
き
、
鷗
外
の
ド
イ
ツ

留
学
に
際
し
て
は
、『
送
森
軍
医
遊
伯
林
序
』
と
い
う
送
別
の
漢

詩
を
贈
っ
て
い
る
」

　

漢
詩
を
学
ぶ
た
め
、
こ
の
地
に
住
ん
だ
依
田
の
も
と
に
通
っ
て
い

た
の
だ
。
依
田
は
帝
室
博
物
館
総
長
兼
内
大
臣
秘
書
官
長
を
務
め
た

股
野
琢
と
学
友
で
、
鷗
外
が
博
物
館
総
長
の
職
を
継
い
だ
際
、
依
田

と
股
野
の
縁
故
を
漢
詩
で
詠
じ
て
い
る
。

　

そ
の
痕
跡
を
横
目
に
歩
を
進
め
る
と
、弘
福
寺
の
山
門
に
着
い
た
。

曳
舟
駅
か
ら
お
よ
そ
十
五
分
の
道
の
り
だ
っ
た
。

　

寺
の
入
り
口
に
は
、
先
ほ
ど
と
同
じ
形
の
案
内
板
が
設
置
さ
れ
、

「
淡あ
わ

島し
ま

寒か
ん

月げ
つ

旧
居
跡
」
と
記
さ
れ
る
。
江
戸
時
代
に
大
流
行
し
た
せ

ん
べ
い
の
名
店
「
淡
島
屋
」
を
経
営
す
る
大
地
主
で
、
弘
福
寺
寺
内

に
隠
居
所
を
建
て
て
住
ん
だ
と
い
う
。

　

門
を
く
ぐ
る
と
、
石
畳
の
先
に
本
堂
が
建
つ
。
本
堂
右
側
に
石
亀

に
乗
っ
た
石
碑
が
あ
り
、
寺
の
由
来
が
記
さ
れ
る
。
延え
ん

宝ぽ
う

元
（
一
六

七
三
）
年
に
創
建
さ
れ
、明
治
、大
正
期
に
改
修
、改
築
を
重
ね
、「
旧

時
の
盛
観
」
と
な
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
大
正
十
二
年
九
月
の
関
東
大

震
災
で
灰
燼
に
帰
し
た
。
昭
和
三
年
か
ら
再
建
計
画
が
始
ま
り
、
昭

大正十一年に鷗外が埋葬された向島・弘福寺。本堂は翌年の関東大震災で被災し、
現在のものは昭和八年に再建された＝東京都墨田区
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和
八
年
に
落
慶
し
た
と
い
う
。

　

本
堂
は
隅
田
川
東
岸
を
背
に
し
て
東
を
向
き
、
本
堂
の
右
奥
の
北

側
に
小
さ
く
ま
と
ま
っ
た
墓
地
が
た
た
ず
む
。
入
り
口
に
三
基
の
墓

石
が
立
ち
、「
墨
田
区
登
録
史
跡　

池
田
冠
山
墓
」の
案
内
板
が
立
つ
。

因
幡
国
・
若
狭
藩
（
現
在
の
鳥
取
県
若
桜
町
周
辺
）
の
五
代
藩
主
だ
。

境
内
を
見
回
し
て
も
、
鷗
外
の
墓
の
痕
跡
は
お
ろ
か
、
か
つ
て
こ
こ

に
あ
っ
た
こ
と
を
伝
え
る
案
内
板
す
ら
な
い
。

　

亀
井
家
の
墓
は
三
基
あ
る
が
、
い
ず
れ
も
昭
和
五
十
年
代
に
建
て

ら
れ
た
も
の
だ
。
津
和
野
町
教
育
委
員
会
『
津
和
野
藩
主
亀
井
家
墓

所
』
に
よ
る
と
、十
三
代
目
茲こ
れ

明あ
き

の
二
男
以
下
代
々
の
墓
だ
と
い
う
。

　

現
地
に
手
掛
か
り
が
な
い
た
め
、
図
書
館
で
古
地
図
を
探
す
こ
と

に
し
た
。
何
冊
か
手
に
取
る
中
で
、『
古
地
図
・
現
代
図
で
歩
く　

明
治
大
正
東
京
散
歩　

古
地
図
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
別
冊
』（
人
文
社
、

二
〇
〇
三
年
）
に
、
弘
福
寺
の
周
辺
図
が
墓
地
も
含
め
て
記
さ
れ
て

い
る
の
を
見
つ
け
た
。
明
治
四
十
年
に
東
京
郵
便
局
、
東
京
逓
信
管

理
局
に
編
纂
さ
れ
た
「
東
京
市
十
五
区
番
地
界
入
地
図
」
に
基
づ
き

書
き
起
こ
し
た
版
だ
と
い
う
。

　

当
時
の
地
図
を
見
る
と
、
本
堂
の
位
置
は
同
じ
だ
が
、
向
き
が
異

な
る
。
か
つ
て
は
入
り
口
が
隅
田
川
東
岸
の
下
流
、
南
側
に
あ
り
、

現
在
よ
り
も
長
い
参
道
の
奥
に
あ
る
本
堂
は
南
側
を
向
い
て
い
た
。

墓
地
は
本
堂
裏
の
他
、
隅
田
川
沿
い
の
本
堂
左
手
、
西
側
に
も
広
が

る
。
入
り
口
の
右
手
、
東
側
に
も
墓
地
が
広
が
る
が
、
隣
接
す
る
長

命
寺
の
も
の
か
弘
福
寺
の
も
の
か
は
判
然
と
し
な
い
。

　

明
治
初
め
に
向
島
に
移
住
し
た
頃
の
様
子
は
、
鷗
外
の
妹
・
小
金

井
喜
美
子
『
鷗
外
の
思
い
出
』（
岩
波
書
店
、
一
九
九
九
年
。
初
出

は
一
九
五
五
年
）
に
記
さ
れ
る
。「
亀
井
家
の
お
墓
所
弘
福
寺
」
に

つ
い
て
、「
御
墓
所
は
本
堂
の
右
手
裏
に
あ
り
ま
し
た
」
と
記
し
、

祖
母
と
母
が
「
も
う
国
へ
帰
る
こ
と
は
あ
る
ま
い
か
ら
、
内
の
墓
所

も
こ
こ
に
し
ま
し
ょ
う
」
と
話
し
合
っ
た
と
回
想
し
て
い
る
。
当
時

の
本
堂
の
右
手
裏
は
、
現
在
の
本
堂
の
右
側
手
前
で
墓
所
の
入
り
口

付
近
だ
ろ
う
か
。
森
家
や
亀
井
家
の
墓
も
こ
の
辺
り
に
あ
っ
た
と
推

察
さ
れ
る
。

　

大
震
災
に
よ
る
区
画
整
理
前
の
墓
地
は
現
在
よ
り
広
か
っ
た
と
し

て
も
、
隅
田
川
の
土
手
ま
で
二
、
三
十
㍍
し
か
な
い
平
坦
で
手
狭
な

土
地
で
あ
っ
た
こ
と
に
は
変
わ
り
な
い
。
山
を
隔
て
て
藩
主
の
墓
所

を
仰
ぎ
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
津
和
野
・
永
明
寺
の
森
家
の
墓
に
比

べ
、
両
家
の
墓
の
距
離
は
か
な
り
近
か
っ
た
は
ず
だ
。
向
島
の
地
に

立
ち
、か
つ
て
あ
っ
た
は
ず
の
墓
石
を
思
い
浮
か
べ
れ
ば
、「
石
見
人
」

と
し
て
死
に
望
ん
だ
意
味
が
よ
り
鮮
明
に
な
る
。

　

墓
め
ぐ
り
を
終
え
て
隅
田
川
東
岸
の
堤
防
を
登
る
と
、
一
羽
の
鷗
か
も
め

が
ゆ
っ
た
り
と
上
空
を
舞
っ
て
い
た
。
中
国
山
地
の
盆
地
に
位
置
す

る
津
和
野
か
ら
瀬
戸
内
海
へ
出
て
、
船
で
上
京
す
る
際
に
初
め
て
鷗

を
見
た
で
あ
ろ
う
鷗
外
は
、
少
年
時
代
の
向
島
、
そ
し
て
青
年
時
代

に
欧
州
へ
往
復
し
た
船
上
で
も
、
こ
う
し
た
光
景
を
目
に
し
た
は
ず

だ
。
雅
号
「
鷗
外
」
の
由
来
に
は
、
杜
甫
の
詩
「
柔
じ
ゅ
う

艫ろ　

軽け
い

鷗お
う

の
外ほ
か

（
軽
い
櫓
を
動
か
し
、渚
に
あ
そ
ぶ
鷗
の
外
に
出
て
ゆ
こ
う
と
す
る
）」
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や
、
隅
田
川
に
あ
っ
た
「
か
も

め
の
渡
し
」
と
呼
ば
れ
た
船
の

渡
し
場
の
外
な
ど
諸
説
あ
る
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
身
は
官
僚
と

し
て
縛
ら
れ
た
と
し
て
も
、
心

は
ど
こ
へ
で
も
飛
ん
で
行
け
る

自
由
を
求
め
た
こ
と
だ
ろ
う
。

　

帰
路
は
弘
福
寺
か
ら
見
上
げ

る
東
京
ス
カ
イ
ツ
リ
ー
を
目
印

に
、
東
京
メ
ト
ロ
押
上
駅
を
目

指
し
た
。
南
東
へ
五
分
ほ
ど
歩

く
と
、
都
立
本
所
高
校
の
前
に

「
森
鷗
外
住
居
跡
」
の
史
跡
板

が
設
置
さ
れ
て
い
た
。

　

 「　

所
在
地　

向
島
三
丁
目

三
十
七
番
・
三
十
八
番

　

 　

文
久
二
年
（
一
八
六
二
）

に
現
在
の
島
根
県
津
和
野
町

に
生
ま
れ
た
森
鷗
外
（
本
名

林
太
郎
）
は
、明
治
五
年
（
一

八
七
二
）
十
歳
の
時
に
父
静

男
に
随
い
上
京
し
ま
し
た
。

初
め
に
向
島
小
梅
村
の
旧
津

和
野
藩
主
亀
井
家
下
屋
敷
、
翌
月
か
ら
は
屋
敷
近
く
の
小
梅
村
八

七
番
の
借
地
で
暮
ら
す
よ
う
に
な
り
、
翌
年
上
京
し
た
家
族
と
と

も
に
三
年
後
に
は
小
梅
村
二
三
七
番
に
あ
っ
た
三
百
坪
の
隠
居
所

を
購
入
し
て
移
り
住
み
ま
し
た
。（
中
略
）
こ
の
向
島
の
家
の
こ

と
を
森
家
で
は
「
曳
舟
通
り
の
家
」
と
呼
び
、
千
住
に
転
居
す
る

明
治
十
二
年
ま
で
暮
ら
し
ま
し
た
。

　
（
中
略
）
明
治
九
年
以
後
は
寄
宿
舎
生
活
と
な
り
ま
し
た
が
、

曳
舟
通
り
の
家
に
は
毎
週
帰
り
、
時
お
り
向
島
の
依
田
学
海
邸
を

訪
れ
て
漢
学
の
指
導
を
受
け
て
い
ま
し
た
。
鷗
外
の
代
表
作
『
渋

江
抽
斎
』
に
は
「
わ
た
く
し
は
幼
い
頃
向
島
小
梅
村
に
住
ん
で
い

た
」と
記
し
、弘
福
寺
や
常
泉
寺
な
ど
が
あ
る
周
辺
の
様
子
や
人
々

に
つ
い
て
も
詳
し
く
書
き
残
し
て
い
ま
す
。
ま
た
明
治
十
年
代
に

原
稿
用
紙
に
用
い
た
と
い
う
「
曳
舟
居こ

士じ

」
の
号
は
近
く
を
流
れ

て
い
た
曳
舟
川
（
現
在
の
曳
舟
通
り
）
に
ち
な
む
も
の
で
し
た
。

鷗
外
に
と
っ
て
、
向
島
小
梅
村
周
辺
で
の
生
活
は
短
い
も
の
で
し

た
が
、
思
い
出
深
い
地
と
し
て
記
憶
に
と
ど
め
ら
れ
て
い
た
よ
う

で
す
。

　

平
成
二
十
六
年
二
月

　

墨
田
区
教
育
委
員
会
」

　

本
所
高
校
前
の
バ
ス
停
の
名
称
は
「
森
鷗
外
住
居
跡
」。
鷗
外
の

生
き
た
痕
跡
と
思
い
出
が
、
今
も
向
島
の
地
に
刻
ま
れ
て
い
た
。
国

家
か
ら
与
え
ら
れ
た
官
僚
と
し
て
の
肩
書
き
を
捨
て
た
「
石
見
人
森

林
太
郎
」
の
脳
裏
を
、
最
後
に
よ
ぎ
っ
た
で
あ
ろ
う
土
地
で
あ
る
。

野口　武則（のぐち・たけのり）氏
　1976 年生まれ。中央大学法学部卒。2000 年毎日新
聞社に入社し、秋田支局、政治部、大阪社会部。代替わ
り取材班キャップ、政治部官邸キャップ、デスクを務め、
現在は論説委員。著書に『元号戦記　近代日本、改元の
深層』（角川新書）。共著に『靖国戦後秘史』（角川ソフィ
ア文庫）、『令和　改元の舞台裏』（毎日新聞出版）。



— 89 —

アジア時報
　
〈
参
考
文
献
〉

　

目
加
田
誠
『
新
釈
漢
文
大
系　

第
19
巻　

唐
詩
選
』
明
治
書
院
、

一
九
六
四
年

　

岡
田
正
弘
「
鷗
外
と
い
う
号
に
つ
い
て
」（『
鷗
外
』
一
四
号
、
森

鷗
外
記
念
会
、
一
九
七
四
年
）

　

中
井
義
幸
「
鷗
外
と
い
う
号
に
つ
い
て
」（『
鷗
外
』
一
五
号
、
森

鷗
外
記
念
会
、
一
九
七
四
年
）

　

陳
生
保
『
森
鷗
外
の
漢
詩　

上
、
下
』
明
治
書
院
、
一
九
九
三
年

　

監
修
山
崎
一
頴
、
編
集
津
和
野
町
教
育
委
員
会
『
鷗
外　

津
和
野

へ
の
回
想
』
津
和
野
町
郷
土
館
、
一
九
九
三
年

　

山
崎
一
頴
『
森
鷗
外　

明
治
人
の
生
き
方
』
筑
摩
書
房
、
二
〇
〇

〇
年

　

松
島
弘
『
亀
井
茲
監　

津
和
野
も
の
が
た
り
第
10
巻
』
津
和
野
歴

史
シ
リ
ー
ズ
刊
行
会
、
二
〇
〇
〇
年

　

文
中
の
鷗
外
作
品
と
漢
詩
の
読
み
下
し
文
、
現
代
語
訳
は
『
鷗
外

近
代
小
説
集　

全
六
巻
』（
岩
波
書
店
、
二
〇
一
〇
年
代
）、『
鷗
外

歴
史
文
学
集　

全
十
三
巻
』（
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
〇
年
代
）
か
ら

引
用
し
た
。

　

完

　

本
連
載
を
基
に
加
筆
し
、
新
た
に
年
表
な
ど
を
加
え
た
『
宮
内
官

僚　

森
鷗
外
（
仮
題
）』
が
2
0
2
5
年
初
頭
、
角
川
新
書
よ
り
刊

行
予
定
で
す
。


