
「
舞
姫
」
は
明
治
二
十
三
年
一
月
「
国
民
之
友
」
（
第
六
十
九
号
）
に
発
表
さ

れ
た
、
鴎
外
最
初
の
小
説
で
あ
る
。
石
橋
忍
月
は
、
こ
れ
に
対
す
る
批
評
「
舞

Ｏ
Ｏ
Ｏ
Ｏ
Ｏ
○
○

姫
」
（
同
誌
第
七
十
二
号
）
の
中
で
、
弓
舞
姫
」
の
意
匠
は
恋
愛
と
功
名
と
両

。
○
○
０
。
。
。
。
。
（
一
）

立
せ
ざ
る
人
生
の
境
遇
」
で
あ
る
、
と
迷
べ
て
い
る
。
気
取
半
之
丞
の
署
名
で

書
か
れ
た
、
こ
の
忍
月
の
批
評
は
、
｜
‐
舞
姫
」
．
へ
の
批
評
中
最
も
深
密
な
も
の
で

あ
り
、
か
つ
鴎
外
の
反
駁
を
惹
起
し
た
の
で
、
ひ
と
つ
の
史
的
意
義
を
有
す
る
よ

う
に
な
っ
た
。
こ
の
た
め
テ
エ
マ
に
関
し
て
は
、
こ
れ
が
通
説
と
た
つ
た
か
の

観
が
あ
る
。
鴎
外
の
反
論
は
忍
月
へ
の
回
答
と
い
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
逆
霊
的

な
形
を
と
り
、
か
つ
テ
エ
マ
に
関
す
る
見
解
は
批
評
の
要
点
で
は
な
か
っ
た
の

で
、
議
論
の
中
心
を
逸
れ
た
も
の
と
な
っ
た
。
し
た
が
っ
て
鴎
外
が
こ
れ
を
黙

認
し
た
か
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
こ
れ
に

対
し
て
岡
崎
義
忠
氏
は
「
忍
月
は
こ
の
作
の
主
題
を
恋
愛
と
功
名
と
の
相
関
に

（
一
一
）

あ
る
と
い
ふ
が
、
（
中
略
）
真
の
主
題
は
太
田
の
反
省
に
あ
る
と
見
ら
れ
る
」

と
述
べ
て
い
る
。
こ
れ
ら
と
は
別
に
異
色
あ
る
意
見
と
し
て
は
、
佐
藤
春
夫
氏

鴎
外
「
舞
姫
」
の
テ
エ
マ
に
つ
い
て

研
究
会
ノ
ー
ト

鴎
外
「
舞
姫
」

の

テ
エ
マ
に
つ
い
て

の
説
が
挙
げ
ら
れ
る
。
佐
藤
氏
は
忍
月
の
見
解
を
批
判
し
て
、
忍
月
は
ま
だ
近

代
を
解
さ
ぬ
も
の
で
あ
る
と
し
、
「
こ
れ
は
家
庭
と
国
家
や
社
会
に
奉
仕
す
る

事
を
一
念
と
し
た
封
建
的
な
明
治
日
本
の
一
青
年
（
そ
れ
に
は
鴎
外
自
身
の
面

影
が
大
に
あ
る
）
が
欧
洲
の
．
文
明
を
見
て
お
も
む
ろ
に
近
代
精
神
に
目
ざ
め
、

家
庭
と
か
社
会
と
か
い
ふ
人
間
の
約
束
か
ら
次
第
に
解
放
さ
れ
て
立
身
出
世
な

ど
の
意
義
を
疑
ひ
、
漸
く
個
人
の
意
識
を
得
て
ニ
ル
・
ア
ド
ミ
ラ
リ
な
近
代
人

と
な
る
と
同
時
に
同
類
共
通
の
性
情
た
る
人
間
性
を
知
っ
て
今
ま
で
は
取
る
に

も
足
ら
ぬ
も
の
と
し
て
ゐ
た
恋
愛
の
真
意
義
を
悟
り
苦
悶
す
る
と
い
ふ
話
で
、

要
す
る
に
封
建
人
が
近
代
人
と
な
る
精
神
変
革
史
と
も
い
ふ
べ
き
も
の
が
『
舞

（
’
二
）

姫
』
の
テ
エ
マ
な
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
」
と
言
っ
て
い
る
。

し
か
し
な
が
ら
私
は
以
上
の
諸
説
と
は
い
さ
島
か
見
解
を
異
に
す
る
。
小
論

に
お
い
て
は
「
抑
姫
」
の
テ
エ
マ
に
関
し
て
私
見
を
述
べ
る
と
共
に
、
さ
ら
に

初
期
三
部
作
に
お
け
る
現
実
性
に
論
及
し
て
み
た
い
と
思
う
。

一
一

こ
の
作
品
は
、
冒
頭
ま
ず
船
室
の
描
写
に
次
い
で
、
セ
イ
ゴ
ン
港
碇
泊
中
の

』

』

菫
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船
室
に
ひ
と
り
留
ま
る
太
田
が
、
人
知
れ
ぬ
恨
み
を
女
に
綴
ろ
う
と
す
る
こ
と

を
述
べ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
彼
が
五
年
前
官
命
を
受
け
て
洋
行
の
途
に
就
き
、

こ
の
セ
イ
ゴ
ン
ま
で
来
た
頃
に
は
、
見
聞
す
る
も
の
一
切
が
新
奇
で
、
紀
行
文

に
は
日
毎
幾
千
言
を
埋
め
た
。
し
か
る
に

（
前
略
）
こ
た
び
は
途
に
上
り
し
と
き
、
日
記
も
の
せ
む
と
て
買
ひ
し
冊

子
も
ま
だ
白
紙
の
ま
当
な
る
は
、
独
逸
に
て
物
学
び
せ
し
間
に
、
一
種
の
「
’
一

ル
・
ア
ド
ミ
ラ
リ
イ
」
の
気
象
を
や
姜
ひ
得
た
り
け
む
、
あ
ら
ず
、
こ
れ
に

は
別
に
故
あ
り
。

げ
に
東
に
還
る
今
の
我
は
、
西
に
航
せ
し
昔
の
我
な
ら
ず
、
学
問
こ
そ
猶

心
に
飽
き
足
ら
ぬ
と
こ
ろ
も
多
か
れ
、
浮
批
の
う
き
ふ
し
を
も
知
り
た
り
、

・
人
の
心
の
頼
み
が
た
き
は
言
ふ
も
更
な
り
、
わ
れ
と
わ
が
心
さ
へ
変
り
易
き

を
も
悟
り
得
た
り
。
き
の
ふ
の
是
は
け
ふ
の
非
な
る
わ
が
瞬
間
の
感
触
を
、

筆
に
写
し
て
誰
に
か
見
せ
む
。
こ
れ
や
日
記
の
成
ら
ぬ
縁
故
怠
る
。
あ
ら
ず
、

／

こ
れ
に
は
別
に
故
あ
り
。

こ
れ
は
別
の
理
由
、
す
な
わ
ち
人
知
れ
ぬ
恨
み
の
た
め
で
あ
る
。
あ
た
り
に
人

の
い
ぬ
今
脊
、
消
燈
ま
で
の
余
暇
に
そ
の
概
略
を
筆
に
し
て
み
よ
う
と
い
う
の

で
あ
る
。
こ
う
し
て
こ
れ
か
ら
語
ら
れ
る
、
こ
の
人
知
れ
ぬ
恨
み
が
「
舞
姫
‐
一

一
篇
の
内
容
を
形
成
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

佐
藤
春
夫
氏
は
こ
の
作
品
の
テ
エ
マ
を
「
封
建
人
が
近
代
人
と
な
る
精
神
変

革
史
」
と
み
た
の
で
あ
る
が
、
こ
う
し
た
見
解
の
是
非
に
つ
い
て
は
、
作
者
鴎

外
自
身
前
掲
の
一
節
で
主
人
公
に
仮
託
し
て
答
え
て
い
る
。
近
代
精
神
を
基
調

と
す
る
、
も
の
に
動
じ
ぬ
無
関
心
の
気
象
や
、
対
象
の
裏
面
を
見
透
す
リ
ア
ル

な
観
察
眼
の
留
学
中
に
培
わ
れ
た
こ
と
が
、
日
記
の
記
を
ぬ
理
由
、
即
ち
作
者

の
筆
に
し
て
み
よ
う
と
す
る
事
柄
で
は
な
い
・
精
神
変
革
史
は
作
品
の
中
心
内

ろ

＆

（
前
略
）
余
は
父
の
遺
言
を
守
り
、
母
の
教
に
従
ひ
、
人
の
神
童
な
り
な

ど
褒
む
る
が
嬉
し
さ
に
怠
ら
ず
学
び
し
時
よ
り
、
官
長
の
善
き
働
き
手
を
得

た
り
と
奨
ま
す
が
喜
ば
し
さ
に
た
ゆ
み
な
く
勤
め
し
時
ま
で
、
た
耳
所
動
的
、

器
械
的
の
人
物
に
な
り
て
自
ら
悟
ら
ざ
り
し
が
、
今
二
十
五
歳
に
な
り
て
、

既
に
久
し
く
こ
の
自
由
な
る
大
学
の
風
に
当
り
た
れ
ぱ
に
や
、
心
の
盲
‐
な
に

と
な
く
妥
な
ら
ず
、
奥
深
く
潜
み
た
り
し
ま
こ
と
の
我
は
、
や
う
や
う
表
に

あ
ら
は
れ
て
、
き
の
ふ
ま
で
の
我
な
ら
ぬ
我
を
攻
む
る
に
似
た
り
。
（
以
下

略
）

先
述
し
た
よ
う
に
、
こ
の
作
品
の
テ
エ
マ
は
精
神
変
革
史
に
は
な
い
け
れ
ど
も
、

傑
れ
た
頭
脳
の
欧
洲
で
培
わ
れ
た
、
近
代
的
自
我
に
発
す
る
鋭
い
蔑
察
眼
は
、

太
田
の
人
知
れ
ぬ
恨
み
の
根
源
に
向
け
ら
れ
る
。

余
は
私
に
思
ふ
や
う
＄
我
母
は
余
を
活
き
た
る
辞
書
と
な
さ
ん
と
し
、
我

官
長
は
余
を
活
き
た
る
法
律
と
な
さ
ん
と
や
し
け
ん
。
辞
書
た
ら
む
は
猶
ほ

堪
ふ
く
け
れ
ど
、
法
律
た
ら
ん
は
忍
ぶ
べ
か
ら
ず
。
（
以
下
略
）

官
長
は
も
と
心
の
ま
上
に
用
ゐ
る
べ
き
器
械
を
こ
そ
作
ら
ん
と
し
た
り
け

め
。
独
立
の
思
想
を
懐
き
て
、
人
な
み
、
な
ら
ぬ
面
も
ち
し
た
る
男
を
い
か
で

か
喜
ぶ
べ
き
。
危
き
は
余
が
当
時
の
地
位
な
り
け
り
。
（
以
下
略
）

自
我
の
拡
充
を
阻
む
も
の
は
封
建
的
官
僚
機
構
な
の
で
あ
る
。

こ
の
様
な
封
建
的
官
僚
機
構
は
、
本
国
主
遠
く
離
れ
た
異
国
の
地
に
お
い
て

さ
え
、
不
断
に
太
田
豊
太
郎
を
束
縛
す
る
。
つ
れ
人
、
彼
が
学
問
の
岐
路
に
走

る
の
を
憎
ん
で
い
た
官
長
は
、
彼
が
し
ば
ｊ
、
芝
居
に
出
入
り
し
て
、
女
優
と

交
わ
る
と
い
う
同
僚
の
謹
塑
に
依
り
、
つ
い
に
彼
を
免
職
に
し
、
即
時
帰
国
す

容
を
逸
れ
る
の
で
あ
る
。
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I

れ
ぱ
路
用
を
粭
す
る
が
、
‐
こ
の
地
に
留
ま
る
な
ら
ば
公
給
を
受
け
る
こ
と
は
で

き
ぬ
と
通
告
し
た
。
異
国
に
お
い
て
経
済
的
保
障
を
断
た
れ
て
、
大
田
と
エ
リ

ス
と
の
麗
係
は
最
初
の
苦
境
に
直
面
す
る
。
し
か
も
一
あ
苦
境
を
救
済
し
て
く

れ
た
か
に
見
え
た
相
沢
謙
吉
が
、
実
は
そ
の
絶
対
政
権
と
の
つ
な
が
り
に
依
っ

て
、
彼
等
を
引
き
離
し
、
太
田
を
し
て
苦
悩
の
十
字
架
を
背
負
わ
し
め
る
役
割

を
演
ず
る
こ
と
異
な
る
の
で
あ
る
。
あ
る
日
相
沢
は
太
田
を
大
臣
天
方
伯
に
紹

介
し
、
伯
の
信
用
を
獲
得
す
る
た
め
エ
リ
ス
と
絶
つ
こ
と
を
奨
め
た
。
結
局
彼

は
気
弱
く
も
友
の
忠
告
に
従
う
こ
と
を
約
し
た
。
や
が
て
伯
に
随
伴
し
て
ロ
シ

ャ
ヘ
赴
く
こ
と
を
も
咄
曄
の
間
に
承
諾
し
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

鳴
呼
、
独
逸
に
采
し
初
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
烏
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
絲
は
解

く
に
由
な
し
。
曇
に
こ
れ
を
操
つ
り
し
は
、
我
某
省
の
官
長
に
て
、
今
は
こ

の
絲
〆
あ
な
あ
ば
れ
、
天
方
伯
の
手
中
に
在
り
。
（
以
下
略
）

封
建
的
社
会
の
官
僚
機
構
は
執
鋤
に
彼
を
捉
え
て
、
そ
の
自
由
を
拘
束
す
る
の

で
あ
る
。
後
日
大
臣
は
太
田
を
招
い
て
、
と
も
に
帰
東
す
る
こ
と
を
奨
め
た
。

伯
は
相
沢
か
ら
太
田
に
係
累
な
し
と
聞
い
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
太
田
は
い
ま

さ
ら
偽
り
で
あ
る
と
も
言
え
ず
、
ま
た
今
伯
の
手
に
槌
ら
ね
ば
、
帰
国
の
道
も

失
い
、
峠
‐
名
誉
回
復
の
機
会
を
も
失
し
、
こ
の
異
国
の
地
に
朽
ち
果
て
ね
ば
な
ら

ぬ
こ
と
を
濯
れ
て
、
伯
の
申
し
入
れ
を
承
諾
し
て
し
ま
う
。
こ
の
よ
う
に
観
て
く

る
と
食
太
田
の
行
動
は
一
々
官
僚
機
構
の
規
制
を
受
け
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る

の
で
あ
る
。
「
相
沢
の
助
に
て
日
々
の
生
計
に
は
窮
せ
ざ
り
し
が
、
此
恩
人
は

彼
を
精
神
的
に
殺
し
上
な
り
。
‐
｜
と
の
一
文
は
、
そ
の
ま
呉
一
‐
鳴
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

鴎
外
「
舞
姫
」
の
テ
エ
ー
、
に
つ
い
て

I

を
憎
む
こ
呉
ろ
今
日
ま
で
も
残
れ
り
け
り
。
」
と
い
う
結
句
に
結
び
付
く
。
天

皇
制
絶
対
政
権
に
連
な
る
封
建
的
官
療
機
濤
は
、
自
我
を
放
棄
し
て
で
、
弓
彼
等

に
忠
実
な
者
に
は
、
俗
悪
な
立
身
出
世
主
義
と
名
誉
慾
を
充
足
し
、
金
銭
的
便

宜
を
供
す
る
け
れ
ど
も
、
そ
れ
は
人
間
を
精
神
的
に
圧
殺
し
て
し
ま
う
。
忠
実

な
服
従
者
に
は
俗
悪
な
物
質
的
援
助
を
惜
し
ま
ぬ
が
、
精
神
的
に
は
人
間
性
を

阻
害
す
る
官
僚
制
の
姿
は
、
こ
入
に
明
確
に
浮
き
彫
り
に
さ
れ
て
い
る
の
で
あ

る
。
彼
等
は
先
に
太
田
を
器
械
的
な
生
き
た
法
律
に
し
よ
う
と
企
て
、
彼
が
歴

（
四
）

史
。
文
学
等
の
精
神
面
に
心
を
向
け
る
こ
と
を
憎
ん
で
、
彼
の
職
を
免
じ
た
。

そ
う
し
て
今
度
は
そ
れ
が
相
沢
の
手
を
通
じ
て
行
わ
れ
た
の
で
あ
る
。
太
田
の

憎
む
相
沢
は
、
友
と
し
て
の
相
沢
で
は
な
く
、
官
僚
機
構
の
走
狗
と
し
て
の
相

沢
な
の
で
あ
る
。

以
上
に
依
っ
て
、
「
舞
姫
」
を
形
成
し
て
い
る
太
田
の
人
知
れ
ぬ
恨
み
の
背

後
に
は
、
歴
然
と
し
て
絶
対
制
官
僚
機
構
の
姿
が
捉
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
わ

か
る
。

一
一
一

主
人
公
太
田
豊
太
郎
の
行
動
は
一
々
封
建
的
官
僚
機
構
の
規
制
を
受
け
て
お

り
、
こ
の
作
品
を
形
成
し
て
い
る
太
田
の
苦
悩
の
奥
に
は
、
歴
然
と
し
て
そ
の

正
体
が
捉
え
ら
れ
て
い
る
。
一
体
こ
の
作
品
の
テ
エ
マ
と
い
う
の
は
、
恋
愛
と

功
名
心
の
相
剋
と
か
、
太
田
の
反
省
と
か
苦
悩
と
か
の
事
実
に
は
な
く
、
こ
う

し
た
事
実
の
奥
に
秘
む
と
こ
ろ
の
も
の
、
即
ち
絶
対
制
官
僚
機
構
に
対
す
る
批

判
に
存
す
る
の
で
あ
る
。
そ
う
し
て
そ
れ
は
太
田
の
苦
悩
を
透
し
て
見
事
に
形

象
化
さ
れ
て
い
る
。
こ
坐
に
お
い
て
私
は
、
鴎
外
は
明
治
の
先
駆
的
知
性
の
近

代
精
神
へ
の
覚
醒
を
阻
む
封
建
的
官
僚
制
度
の
正
体
再
現
を
は
か
り
、
こ
う
し

た
社
会
的
現
実
に
対
す
る
民
衆
の
認
識
を
意
図
し
て
、
こ
の
作
品
を
書
い
た
の

1

４
１

三
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軍

で
あ
る
と
思
う
。
「
｜
《
‐

㈱
ィ
．
そ
う
し
て
こ
の
様
な
圧
力
を
打
破
し
て
ゆ
け
ぬ
自
責
の
念
の
た
め
に
、
太
田

の
苦
悩
は
一
層
深
刻
な
様
相
を
帯
び
て
く
る
。
・

ゞ
．
｝
（
前
略
）
鳴
呼
少
何
等
の
特
操
な
き
心
ぞ
、
「
承
は
り
侍
り
」
と
応
へ
た

《
る
は
。
“
》
詐
・

鐸
斯
黒
が
ね
の
額
は
あ
り
と
も
、
帰
り
て
エ
リ
ス
に
何
と
か
い
は
ん
。
‐
「
ホ
テ

争
一
シ
ル
」
を
出
で
し
と
き
の
我
心
の
錯
乱
は
、
書
へ
ん
に
物
な
か
り
き
・
余
は
道

勢
の
東
西
を
も
分
か
ず
、
思
に
沈
み
て
行
く
程
に
、
往
き
あ
ふ
馬
車
の
駁
丁
に

一
幾
度
か
叱
せ
ら
れ
、
驚
き
て
飛
び
の
き
っ
。
暫
く
し
て
ふ
と
あ
た
り
を
見
れ

・
ば
、
｜
獣
苑
の
傍
に
出
で
た
り
。
（
以
下
略
）

ゞ
（
前
略
）
こ
こ
迄
来
し
道
を
ば
い
か
に
歩
み
し
か
知
ら
ず
。
一
月
上
旬
の

夜
な
れ
ば
、
、
ウ
ン
テ
ル
。
、
デ
ン
、
リ
ン
デ
ン
の
酒
家
、
茶
店
は
猶
ほ
人
の
出

入
盛
り
に
て
賑
は
し
か
り
し
な
ら
め
ど
、
ふ
っ
に
覚
え
ず
。
我
脳
中
に
は
唯

、
』
我
は
免
す
べ
か
ら
ぬ
罪
人
な
り
と
思
ふ
心
の
み
満
ち
ノ
、
た
り
き
。

こ
う
し
た
自
責
の
念
は
生
け
る
死
屍
と
な
っ
た
エ
リ
ス
の
痛
々
し
い
姿
に
刺
戟

さ
れ
、
↑
復
女
へ
の
愛
着
と
封
建
的
官
僚
へ
の
憤
り
に
合
し
て
、
彼
の
苦
悩
に
深

刻
の
度
を
加
え
、
終
い
に
癒
す
こ
と
の
で
き
ぬ
傷
痕
を
そ
の
心
底
に
刻
す
る
こ

ど
誉
な
る
の
で
あ
る
。
｜
、
。
｛

↑
《
鳴
呼
、
ブ
リ
ン
ヂ
イ
シ
イ
の
港
を
出
で
皇
よ
り
、
早
や
二
十
日
あ
ま
り
を

》
経
ぬ
。
世
の
常
な
ら
ば
生
面
の
客
に
さ
へ
交
を
結
び
て
、
旅
の
憂
さ
を
慰
め

・
あ
ふ
が
航
海
の
習
な
る
に
、
微
若
に
こ
と
よ
せ
て
房
の
裡
に
の
み
籠
り
て
、
．

‐
同
行
の
人
々
に
も
物
言
ふ
こ
と
の
少
き
は
、
人
知
ら
ぬ
恨
に
頭
の
み
悩
ま
し

た
れ
ば
な
り
。
此
恨
は
初
め
一
抹
の
雲
の
如
く
我
心
を
掠
め
て
、
瑞
西
の
山

色
を
も
見
せ
ず
、
伊
太
利
の
古
蹟
に
も
心
を
留
め
さ
せ
ず
、
中
頃
は
世
を
ほ

上
学

〕

、

ひ
、
身
を
は
か
意
み
て
、
腸
日
ご
と
に
九
廻
す
と
も
い
ふ
べ
き
惨
痛
を
わ
れ

に
負
は
せ
、
今
は
心
の
奥
に
凝
り
固
ま
り
て
、
一
点
の
鬚
と
の
み
な
り
た
れ

ど
、
女
読
む
ご
と
に
、
物
見
る
ご
と
に
、
鏡
に
映
る
影
、
声
に
応
ず
る
響
の

如
く
、
限
な
き
懐
旧
の
情
を
喚
び
起
し
て
、
幾
度
と
な
く
我
が
心
を
苦
む
。

鳴
呼
、
い
か
に
し
て
か
此
恨
を
錆
せ
む
。
若
し
外
の
恨
な
り
せ
ば
、
詩
に
詠

じ
歌
に
よ
め
る
後
は
心
地
す
が
Ｊ
１
、
し
く
も
な
り
な
む
。
こ
れ
の
み
は
余
り

に
深
く
我
心
に
彫
り
つ
け
ら
れ
た
れ
ぱ
さ
は
あ
ら
じ
（
以
下
略
）

と
の
一
節
に
我
々
は
、
苦
悩
の
た
め
に
塲
悴
し
つ
当
帰
国
す
る
太
田
の
姿
を
見

る
こ
と
が
で
き
る
。
彼
は
満
身
創
瘻
で
帰
国
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
敗
北
は
た

し
か
に
人
間
太
田
豊
太
郎
の
限
界
を
示
す
も
の
で
は
あ
っ
た
ろ
う
。
し
か
し
な

が
ら
、
そ
れ
は
決
し
て
「
舞
姫
」
の
暇
珪
と
は
な
ら
な
い
・
中
野
童
治
氏
は
「
太

田
豊
太
郎
は
、
外
国
で
の
恋
愛
を
路
傍
の
も
の
と
し
て
捨
て
て
去
る
こ
と
は
で

き
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
彼
の
生
涯
そ
の
も
の
に
痛
み
と
し
て
刻
み
こ
ま
れ
た
。

同
時
に
彼
は
、
恋
愛
を
生
か
す
こ
と
の
な
か
に
彼
の
生
涯
そ
の
も
の
を
生
か
す

と
い
弓
薪
し
い
道
を
え
ら
ぶ
こ
と
も
で
き
な
か
っ
た
。
彼
は
決
し
て
、
恋
愛
を

と
る
か
世
俗
の
功
名
を
と
る
か
と
い
う
二
者
択
一
で
単
純
に
一
方
を
取
っ
た
の

で
は
な
か
っ
た
。
（
忍
月
の
評
に
は
、
問
題
を
そ
う
い
う
風
に
と
っ
た
傾
き
が

全
く
な
く
は
な
い
。
）
結
果
と
し
て
そ
の
形
に
な
り
な
が
ら
、
二
者
択
一
で
な

群

く
て
一
一
一
者
の
統
一
が
ど
こ
か
で
望
ま
れ
て
い
る
点
の
文
学
へ
の
は
じ
め
て
の
表

（
五
）

現
、
こ
こ
に
『
舞
姫
』
の
力
が
生
ま
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
」
と
述
べ
て
い
る
の

は
、
傾
聴
す
べ
き
意
見
で
あ
る
と
思
う
。
な
れ
ば
こ
そ
、
そ
の
敗
北
に
依
っ

て
、
む
．
し
る
彼
を
制
肘
す
る
社
会
的
現
実
の
苛
酷
さ
は
、
一
層
抜
・
言
差
し
な

ら
ぬ
実
感
を
伴
っ
て
浮
か
び
上
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。
（
し
か
る
に
、
こ
の
作

品
の
テ
エ
マ
を
精
神
饗
革
史
と
要
約
し
て
し
ま
う
な
ら
ば
、
そ
れ
は
実
に
不
徹

Ｌ
ｇ

缶
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底
な
る
精
神
変
革
史
と
言
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
太
田
は
決
し
て
家
庭
や
社
会
か
ら

解
放
さ
れ
て
は
い
な
い
。
た
め
に
精
神
要
革
史
に
重
点
を
置
い
て
観
る
意
ら
ぱ
、

彼
が
国
家
の
意
志
に
伏
し
、
エ
リ
ス
を
捨
て
る
こ
と
に
依
っ
て
、
吾
が
身
の
立

身
出
世
に
資
す
る
と
い
っ
た
結
果
的
な
落
着
点
を
も
た
ら
す
、
不
充
分
な
も
の

に
な
る
。
）
力
点
が
社
会
的
現
実
に
あ
る
以
上
、
そ
の
敗
北
は
決
し
て
「
舞
姫
」

の
価
値
を
低
く
す
る
も
の
で
は
な
い
・
忍
月
は
「
蓋
し
著
者
は
詩
境
と
人
境
と

の
区
別
あ
る
を
知
シ
て
、
之
を
実
行
す
る
に
当
シ
て
は
終
に
区
別
あ
る
を
忘
れ

（
一
〈
）
ｂ
白

た
る
者
な
り
。
」
と
評
し
て
い
る
が
、
私
は
詩
境
が
人
境
に
一
致
し
た
か
ら
こ
そ

現
実
感
を
伴
う
の
で
あ
る
と
思
う
。
文
学
が
可
能
性
の
追
究
を
試
み
る
時
、
や

上
と
も
す
れ
ば
現
実
遊
離
の
弊
に
陥
り
易
い
・
俗
悪
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
が
偽

り
の
な
い
社
会
の
姿
で
あ
っ
た
。
当
時
の
民
衆
に
と
っ
て
は
如
何
と
も
し
難
い

現
実
だ
っ
た
。
と
同
時
に
、
そ
れ
は
鴎
外
を
め
ぐ
る
現
実
で
も
あ
っ
た
の
だ
。

彼
の
肉
親
が
彼
の
帰
国
を
待
ち
望
ん
で
い
る
彼
の
祖
国
の
現
実
だ
っ
た
の
で
あ

う
（
〕
心
」
。
．
・

明
治
維
新
は
天
皇
制
絶
対
主
義
体
制
確
立
へ
の
斐
革
で
あ
っ
た
。
し
か
も
そ

れ
が
上
か
ら
の
改
革
と
し
て
行
わ
れ
た
結
果
、
抜
き
難
い
封
建
性
は
深
く
根
を

残
す
こ
と
上
な
っ
た
。
』
明
治
十
八
年
以
後
自
由
民
権
運
動
衰
退
の
後
を
う
け
て
、

内
閣
組
織
の
成
立
。
（
同
年
）
、
保
安
条
令
公
布
（
二
十
年
）
、
枢
密
院
官
制
公
布

一
（
二
十
一
年
）
、
憲
法
発
布
（
二
十
二
年
）
、
国
会
開
設
、
教
育
勅
語
発
布
（
と

も
に
、
一
・
一
十
三
年
）
と
、
封
建
的
な
絶
対
主
義
勢
力
温
存
延
命
の
た
め
の
制
度
が

次
々
に
整
備
さ
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
国
粋
主
義
の
反
動
が
見
ら

（
七
）

れ
た
。
こ
れ
が
明
治
二
十
年
代
初
期
の
社
会
で
あ
る
。
若
い
鴎
外
は
こ
う
し
た

社
会
的
現
実
を
身
を
も
っ
て
感
じ
取
つ
、
た
の
で
あ
っ
た
。

こ
の
様
な
現
実
を
改
善
す
る
た
め
に
戦
う
こ
と
は
、
立
派
な
行
為
だ
と
思
う
。

鴎
外
「
舞
姫
」
の
テ
エ
マ
に
つ
い
て

b

【

け
れ
ど
も
、
い
ま
だ
民
衆
の
目
覚
め
ぬ
社
会
に
、
鴎
外
一
人
激
し
て
何
が
期
待

で
き
よ
う
。
帰
国
の
途
謹
断
た
れ
、
空
し
く
異
国
の
大
都
に
葬
ら
れ
て
し
ま
う

の
他
は
な
い
。
す
べ
て
は
了
り
で
あ
る
。
こ
当
に
思
い
至
る
時
、
「
舞
姫
」
一

篇
を
著
わ
し
て
、
こ
う
し
た
社
会
的
現
実
の
姿
を
人
々
の
前
に
示
し
、
民
衆
の

自
覚
を
促
し
た
Ｈ
け
で
も
、
そ
の
功
は
大
き
い
と
言
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
こ
れ
も

現
実
改
善
へ
の
努
力
の
表
わ
れ
な
の
だ
か
ら
。
ま
し
て
鴎
外
の
近
代
文
学
進
展

へ
の
貢
献
の
大
を
思
う
時
、
鴎
外
の
投
影
た
る
太
田
の
行
為
は
、
一
面
に
倫
理

的
責
任
を
免
れ
ぬ
な
が
ら
も
、
な
お
首
肯
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

こ
上
で
考
え
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
は
、
忍
月
と
の
論
争
に
お
い
て
何
故
鴎
外
が

こ
の
作
品
の
テ
エ
マ
に
就
い
て
明
言
し
て
、
忍
月
の
誤
解
を
正
さ
な
か
っ
た
か

と
い
う
問
題
で
あ
る
。
そ
れ
に
は
、
鴎
外
が
相
沢
謙
吉
の
署
名
で
発
表
し
た

「
気
取
半
之
丞
に
与
ふ
る
害
」
及
び
「
再
び
気
取
半
之
丞
に
与
ふ
る
書
」
の
反
論

は
、
鴎
外
一
流
の
逆
雲
的
、
椰
楡
的
な
調
子
を
帯
び
た
も
の
で
あ
り
、
か
つ
テ

エ
マ
が
批
評
の
要
点
で
は
な
か
っ
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
さ
ら
に
考
え
ら
れ

る
こ
と
は
、
鴎
外
自
身
が
こ
・
れ
を
明
言
す
る
に
忌
偉
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
自
ら
明
言
す
る
な
ら
ば
、
官
途
に
あ
る
身
が
作
品
を
書
い

て
、
真
向
か
ら
官
僚
機
構
を
批
判
し
た
こ
と
入
な
る
。
そ
れ
に
は
職
を
櫛
っ
覚

悟
が
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
そ
う
し
た
危
険
を
犯
し
て
ま
で
、
論
争
の
必
要
が
あ

っ
た
ろ
う
か
。
し
か
も
そ
れ
は
批
評
の
要
点
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
鴎
外
が
官

界
を
尊
敬
し
て
い
な
か
っ
た
に
せ
よ
、
彼
を
洋
行
さ
せ
て
く
れ
た
の
は
国
家
で

あ
っ
た
。
官
僚
機
構
は
彼
に
か
な
り
の
経
済
的
援
助
を
与
え
た
。
後
年
に
は
軍

医
総
監
・
陸
軍
省
医
務
局
長
に
ま
で
昇
進
し
た
彼
で
あ
る
。
こ
れ
も
後
の
こ
と

で
あ
る
が
、
小
倉
へ
の
転
勤
を
左
遷
と
し
て
彼
は
非
常
に
憤
慨
し
た
と
い
う
。

栄
達
慾
も
な
か
っ
た
と
は
言
え
ま
い
。
こ
う
し
た
理
由
か
ら
鴎
外
は
こ
の
作
品

ｊ

も
軍

四
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の
テ
エ
マ
を
明
言
し
、
な
か
っ
た
の
だ
と
思
う
。
俊
敏
な
彼
の
こ
と
だ
か
ら
、
こ

う
し
た
社
会
の
欠
陥
は
深
く
見
抜
い
て
い
た
に
違
い
な
い
。
し
か
も
彼
の
立
場

は
そ
れ
を
指
摘
す
る
こ
と
を
許
さ
怠
噌
こ
う
し
た
矛
盾
か
ら
来
る
足
掻
き
ｌ

そ
れ
が
彼
の
複
雑
な
文
学
を
形
成
し
、
そ
う
し
た
矛
盾
を
弱
点
と
し
て
自
ら
意

識
す
る
こ
と
一
に
依
っ
て
の
自
己
防
禦
が
、
彼
に
逆
雲
的
態
度
を
採
ら
せ
、
そ
の

歪
み
が
彼
に
邦
揃
的
な
態
度
を
採
ら
せ
た
の
で
あ
る
と
思
う
。

』
「
舞
姫
」
は
従
来
全
く
ロ
マ
ン
テ
ィ
ッ
ク
な
作
品
と
し
て
定
評
付
け
ら
れ
て

き
た
。
こ
の
作
品
は
異
国
に
お
け
る
舞
姫
と
の
恋
愛
と
い
う
ロ
マ
ン
テ
ィ
ッ
ク

な
素
材
を
、
・
雅
文
で
優
麗
典
雅
に
描
き
上
げ
て
い
る
。
私
は
、
↑
雅
文
と
い
う
も

の
が
、
「
も
の
当
あ
は
れ
」
的
優
美
な
貴
族
文
学
の
媒
材
と
し
て
平
安
朝
に
発

し
た
和
文
と
、
簡
潔
な
中
に
無
限
の
感
情
を
蔵
し
た
含
畜
に
富
ん
だ
漢
語
と
の

折
衷
に
依
っ
て
成
っ
た
も
の
で
あ
る
が
故
に
、
貴
族
的
な
優
雅
さ
と
余
韻
を
兼

ね
具
え
た
文
体
と
し
て
＄
こ
う
し
た
浪
漫
の
興
揚
に
効
果
的
な
役
割
を
果
し
て

い
る
も
の
と
思
う
。
そ
う
し
て
洋
語
の
固
有
名
詞
を
鎮
め
る
こ
と
に
依
っ
て
、

そ
の
文
体
は
一
層
清
新
な
風
と
な
り
、
異
国
を
舞
台
と
し
て
、
エ
キ
ゾ
テ
ィ
ヅ

ク
な
情
緒
を
漂
わ
せ
る
こ
と
に
成
功
し
て
い
る
。
｜
し
か
し
な
が
ら
そ
れ
だ
け
が

「
舞
姫
」
‘
の
価
値
の
す
べ
て
で
は
な
い
。
む
し
ろ
そ
こ
に
は
先
述
し
た
様
な
鋭

い
社
会
批
判
の
眼
が
光
っ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
様
な
リ
ア
リ
ズ
ム
こ
そ
、

こ
の
作
品
の
価
値
を
決
定
す
る
重
大
な
要
素
で
あ
る
と
思
う
。
社
会
批
判
と
い

う
進
歩
的
。
尖
鋭
的
で
あ
り
な
が
ら
ｌ
と
い
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
進
歩
的
・

尖
鋭
的
な
る
が
故
に
ｌ
‐
時
流
に
は
刺
戟
の
強
す
ぎ
る
も
の
を
、
ロ
マ
ン
テ
ィ

ッ
ク
な
優
雅
な
情
緒
で
包
ん
で
み
せ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
と
こ
ろ
に
、
明
治
と

い
う
時
代
の
未
熟
さ
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

．
．
￥
◇
↓
、
四
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「
舞
姫
」
に
表
わ
れ
た
、
こ
う
し
た
深
刻
な
社
会
的
苦
悩
は
、
こ
れ
と
併
せ

て
三
部
作
と
称
せ
ら
れ
る
「
う
た
か
の
一
記
」
（
明
治
一
一
十
三
年
八
月
）
’
１
文
づ
か

ひ
」
（
二
十
四
年
一
月
）
に
も
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

｜
‐
う
た
か
た
の
一
記
」
は
筋
の
展
開
の
上
に
偶
然
性
の
多
い
ロ
マ
ン
テ
ィ
ッ
ク

な
作
品
で
あ
る
。
が
、
国
王
に
寵
愛
さ
れ
て
一
時
は
栄
え
た
画
工
の
娘
で
あ
り

な
が
ら
、
父
の
死
に
依
っ
て
零
落
し
、
幼
い
頃
か
ら
菫
売
り
を
し
て
口
を
糊
し
、

世
の
辛
苦
を
嘗
め
、
今
は
美
術
学
校
の
モ
デ
ル
を
す
る
不
幸
な
境
遇
の
少
女
マ

リ
イ
を
殺
す
の
は
、
国
王
で
あ
る
こ
と
、
こ
の
国
王
の
マ
リ
イ
の
母
親
に
道
な

ら
ぬ
思
い
を
か
け
、
母
を
護
ろ
う
と
し
た
父
に
暴
威
を
加
え
、
諫
め
た
内
閣
秘

書
官
を
塔
に
幽
閉
し
よ
う
と
し
、
大
臣
を
故
な
く
処
刑
す
る
暴
政
振
り
な
ど
に
、

作
者
の
社
会
鏡
を
窺
お
う
と
す
る
の
は
牽
強
附
会
で
あ
ろ
う
か
。

「
文
づ
か
ひ
」
で
は
日
本
人
小
林
は
文
使
い
を
果
た
す
だ
け
の
役
で
登
場
す

る
が
、
そ
れ
だ
け
に
傍
観
的
立
場
に
あ
る
人
物
の
眼
を
通
し
た
観
察
は
客
観
的

で
あ
り
、
貴
族
社
会
の
封
建
性
に
抗
し
、
許
婚
者
を
避
け
る
主
人
公
イ
、
ダ
姫

の
個
性
鮮
か
な
人
間
像
を
見
事
に
構
成
し
て
い
る
。

「
近
比
日
本
の
風
俗
書
き
し
ぶ
み
一
つ
二
つ
頁
は
せ
て
読
み
し
に
、
・
お
ん

国
に
て
は
親
の
結
ぶ
縁
あ
り
て
、
ま
こ
と
の
愛
知
ら
ぬ
夫
婦
多
し
と
、
こ
な

た
の
旅
人
の
い
や
し
む
や
う
に
記
し
た
る
あ
り
し
が
、
こ
は
ま
だ
よ
く
も
考

へ
ぬ
言
に
て
、
か
当
る
こ
と
は
欧
羅
巴
に
も
な
か
ら
ず
や
は
。
い
ひ
な
づ
け

す
る
ま
で
の
交
際
久
し
く
、
か
た
み
に
心
の
底
ま
で
知
り
あ
ふ
甲
斐
は
否
と

も
諾
と
も
い
ほ
る
皇
中
に
こ
そ
あ
ら
め
、
貴
族
仲
間
に
て
は
早
く
よ
り
目
上

の
人
に
き
め
ら
れ
た
る
夫
婦
、
こ
為
る
合
は
で
も
辞
ま
む
よ
し
な
き
に
、
日

々
に
あ
ひ
見
て
忌
む
こ
当
る
飽
く
ま
で
募
り
た
る
時
、
こ
れ
に
添
は
す
る
習
、

さ
り
と
て
は
こ
と
わ
り
な
の
世
や
。
」
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「
あ
る
と
き
父
の
機
嫌
好
き
を
覗
得
て
、
わ
が
く
る
し
さ
い
ひ
出
で
む
と

せ
し
に
、
気
色
を
見
て
な
か
ば
言
は
せ
ず
。
『
世
に
貴
族
と
生
、
れ
し
も
の
は
、

賎
や
ま
が
つ
差
ど
の
如
く
わ
が
儘
な
る
振
舞
、
お
も
ひ
も
よ
ら
ぬ
こ
と
な
り
。

血
の
権
の
贄
は
人
の
権
な
り
。
わ
れ
老
た
れ
ど
、
人
の
情
忘
れ
た
り
な
ど
、

ゆ
め
な
思
ひ
》
て
。
向
ひ
の
壁
に
掛
け
た
る
わ
が
母
君
の
像
を
見
よ
。
心
も
あ

の
貌
の
や
う
に
厳
し
く
、
わ
れ
に
あ
だ
し
心
お
こ
さ
せ
玉
は
ず
、
世
の
た
の

し
み
を
ぱ
失
ひ
ぬ
れ
ど
、
幾
百
年
の
間
い
や
し
き
血
一
滴
ま
ぜ
し
こ
と
な
き

家
の
誉
は
す
ぐ
ひ
ぬ
・
』
と
い
つ
も
軍
入
ぶ
り
の
こ
と
葉
つ
き
あ
ら
ノ
‐
、
し

て
だ
て

き
に
似
ぬ
や
さ
し
さ
に
、
兼
ね
て
と
い
は
む
か
く
答
へ
む
と
お
も
ひ
し
略
、

胸
に
た
当
み
た
る
ま
聖
に
て
え
も
め
ぐ
ら
さ
ず
、
唯
心
の
み
弱
う
な
り
て
や

み
ぬ
。
」

「
固
よ
り
父
に
向
ひ
て
ば
か
へ
す
こ
と
葉
知
ら
ぬ
母
に
、
わ
が
こ
上
ろ
明

し
て
何
に
か
せ
む
。
さ
れ
ど
貴
族
の
子
に
生
れ
た
り
と
て
、
わ
れ
も
人
な
り
。

い
ま
，
ｆ
、
し
き
門
閥
、
血
統
、
迷
信
の
土
く
れ
と
看
破
り
て
は
、
我
胸
の
中

に
投
入
る
べ
き
と
こ
ろ
な
し
。
い
や
し
き
恋
に
う
き
身
翼
さ
ば
、
姫
ご
ぜ
の

刑
と
も
な
ら
め
ど
、
こ
の
習
慣
の
外
に
い
で
む
と
す
る
を
誰
か
支
ふ
べ
き
。

「
カ
ト
リ
ッ
ク
」
教
の
国
に
は
尼
に
な
る
人
あ
り
と
い
へ
ど
、
と
入
新
教
ザ

ッ
ク
セ
ン
に
て
は
そ
れ
も
え
な
ら
ず
。
そ
よ
や
、
か
の
羅
馬
教
の
寺
に
ひ
と

（
八
）

し
く
、
礼
知
り
て
な
さ
け
知
ら
ぬ
宮
の
内
こ
そ
わ
が
家
穴
な
れ
。
」

自
我
を
圧
し
殺
す
貴
族
社
会
の
封
建
性
は
、
我
が
国
の
封
建
的
習
俗
に
結
び
つ

け
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
ド
イ
ツ
貴
族
社
会
に
対
す
る
批
判
は
、
そ
の
ま
上
我

が
国
社
会
へ
の
批
判
で
あ
る
。
「
夕
餉
に
急
ぐ
ま
ら
う
ど
、
群
立
ち
て
こ
入
を
過

ぎ
ぬ
。
姫
の
姿
は
そ
の
間
に
ま
じ
り
、
次
第
に
遠
ざ
か
り
ゆ
き
て
、
を
り
ノ
、

人
の
肩
の
す
き
、
蚕
に
見
ゆ
る
、
け
ふ
の
晴
衣
の
水
い
る
の
み
ぞ
名
残
な
り
け

鴎
外
「
舞
姫
‐
｜
の
テ
エ
マ
に
つ
い
て

1

‘
九
）る

・
；
｜
の
結
句
に
進
歩
的
心
個
性
的
な
姫
を
好
感
を
も
っ
て
見
送
っ
て
い
る
小

林
即
ち
鴎
外
の
膜
を
感
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

以
上
迷
べ
て
き
た
事
柄
に
依
り
、
こ
れ
ら
三
篇
の
作
品
は
い
ず
れ
も
社
会
批

判
を
基
調
と
し
て
書
き
上
げ
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
の
で
あ
る
。
。

最
後
に
、
小
論
は
昭
和
二
十
九
年
十
二
月
四
日
、
立
命
館
大
学
日
本
文
学
会

近
代
文
学
研
究
会
に
お
い
て
報
告
し
た
も
の
を
、
再
考
補
筆
し
た
も
の
で
あ
る
。

席
上
に
お
け
る
会
員
諸
氏
の
御
批
判
を
深
謝
す
る
と
共
に
、
特
に
御
指
導
を
賜

っ
た
恩
師
和
田
繁
二
郎
先
生
を
は
じ
め
、
助
言
を
丁
載
し
た
畏
友
田
口
正
直
氏

、
記
録
拝
借
の
便
宜
を
戴
い
た
森
本
修
氏
に
深
甚
の
謝
意
を
捧
げ
て
、
本
稿
の

筆
を
燗
く
こ
と
に
し
た
い
。
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