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【
要
旨
】�

新
島
夫
妻
と
の
思
い
出
を
綴
っ
た
大
島
正
満
の
随
筆
が
存
す
る
。
そ
れ

は
第
二
次
世
界
大
戦
直
後
に
小
学
校
国
語
教
科
書
に
も
掲
載
さ
れ
て
い

た
が
、
こ
れ
ま
で
き
ち
ん
と
調
査
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
今
回

調
査
し
た
と
こ
ろ
、
六
種
の
エ
ッ
セ
イ
が
存
在
す
る
こ
と
が
明
ら
か
に

な
っ
た
。

【
キ
ー
ワ
ー
ド
】
み
つ
坊
・
大
島
正
満
・
新
島
襄

一
、
新
島
夫
妻
と
み
つ
坊

Ｎ
Ｈ
Ｋ
大
河
ド
ラ
マ
「
八
重
の
桜
」
に
触
発
さ
れ
て
、
新
島
八
重
の
伝
記
を
執

筆
し
て
い
る
う
ち
に
、
明
治
20
年
の
夏
、
新
島
夫
妻
が
北
海
道
で
保
養
し
て
い
る

こ
と
を
知
っ
た（

（
（

。
そ
の
折
、
幼
馴
染
で
あ
っ
た
日
向
ユ
キ
（
元
会
津
藩
士
の
娘
）

と
札
幌
で
二
十
年
ぶ
り
に
め
ぐ
り
あ
っ
て
い
た
と
い
う
事
実
も
わ
か
っ
た
。
し
か

も
そ
の
縁
で
、
ユ
キ
の
長
男
で
あ
る
内
藤
一
雄
が
同
志
社
英
学
校
に
入
学
し
て
い

た
こ
と
ま
で
判
明
し
た
。

そ
れ
と
は
別
に
、
大
島
正
満
と
い
う
人
物
の
存
在
が
大
き
い
こ
と
が
浮
上
し
た
。

正
満
の
名
前
は
、
大
島
正
健
著
・
大
島
正
満
補
訂
『
ク
ラ
ー
ク
先
生
と
そ
の
弟
子

達
』（
新
教
出
版
社
・
昭
和
24
年
）
と
い
う
本
で
見
覚
え
が
あ
っ
た
。
し
か
し
な

が
ら
従
来
の
新
島
研
究
で
は
、
大
島
正
健
と
襄
の
交
流
が
主
体
で
あ
り
、
当
時
三

歳
で
あ
っ
た
正
満
の
こ
と（

2
（

な
ど
問
題
に
さ
れ
る
は
ず
も
な
か
っ
た
。

と
こ
ろ
が
新
島
夫
妻
は
、
北
海
道
静
養
中
に
正
満
を
我
が
子
の
よ
う
に
か
わ
い

が
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
正
満
こ
と
「
み
つ
坊
」
に
随
分
振
り
回
さ
れ

て
い
た
よ
う
だ
が
、
そ
れ
こ
そ
が
二
人
に
と
っ
て
至
福
の
時
だ
っ
た
と
思
わ
れ
て

な
ら
な
い
。

話
は
そ
れ
だ
け
で
は
済
ま
な
か
っ
た
。
成
長
し
た
正
満
が
、
自
ら
の
エ
ッ
セ
イ

に
新
島
夫
妻
と
の
思
い
出
話
を
書
い
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
は
新
島
研
究
の

み
な
ら
ず
、
八
重
研
究
に
も
大
い
に
役
立
つ
資
料
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
こ
と
は
拙

著
『
新
島
八
重
愛
と
闘
い
の
生
涯
』（
角
川
選
書
）
で
も
触
れ
て
い
る
が
、
そ
の

後
大
河
ド
ラ
マ
効
果
で
新
た
な
資
料
が
見
つ
か
っ
た
の
で
、
あ
ら
た
め
て
ま
と
め
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て
み
る
こ
と
に
し
た
。

二
、
大
島
正
満
の
随
筆

正
満
は
成
人
し
て
一
流
の
生
物
学
者
に
な
っ
て
い
る
。
父
正
健
は
一
時
期
同
志

社
に
教
員
と
し
て
勤
め
て
い
る
が
、
正
満
が
同
志
社
の
生
徒
・
教
員
だ
っ
た
こ
と

は
な
い
。
そ
の
た
め
「
新
島
の
小
父
さ
ん
」
と
い
う
随
筆
を
書
き
残
し
て
い
る
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
同
志
社
女
子
大
学
の
図
書
館
に
は
そ
の
本
す
ら
所
蔵
さ
れ
て
い

な
か
っ
た
。

そ
の
正
満
が
初
め
て
日
の
目
を
見
た
の
は
、「
新
島
研
究
63
」（
昭
和
58
年
（
月
）

誌
上
で
あ
っ
た
。
そ
こ
に
北
垣
宗
治
先
生
が
「
新
島
の
お
じ
さ
ん
と
満
坊
」
を
掲

載
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
は
正
満
が
昭
和
28
年
（
月
23
日
に
開
催
さ
れ

た
「
新
島
先
生
を
偲
ぶ
記
念
会
」
で
講
演
し
た
原
稿
で
あ
る
。
そ
の
コ
ピ
ー
を
正

満
の
八
男
で
あ
る
大
島
智
夫
氏
が
北
垣
先
生
に
託
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、
講
演
の
三

十
年
後
に
「
新
島
研
究
」
に
載
せ
ら
れ
た
と
い
う
次
第
で
あ
る
。

そ
れ
と
は
別
に
、
私
は
偶
然
『
不
定
芽
』（
昭
和
9
年
）
と
い
う
本
を
入
手
し
た
。

こ
れ
は
大
島
正
満
の
随
筆
集
で
あ
る
が
、
生
物
学
者
ら
し
い
書
名
に
な
っ
て
い
る
。

そ
の
た
め
気
に
留
め
る
人
も
い
な
か
っ
た
よ
う
だ
が
、
な
ん
と
そ
の
本
の
最
初
に

「
新
島
の
小
父
さ
ん
」
と
い
う
随
筆
が
掲
載
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
あ

ら
た
め
て
正
満
の
こ
と
を
調
べ
て
い
る
う
ち
に
、
北
垣
先
生
の
御
論
に
た
ど
り
つ

い
た
。
さ
ら
に
詳
し
く
調
べ
て
み
る
と
、
北
垣
先
生
は
「
大
島
正
健
・
正
満
父
子

と
新
島
襄
」（
同
志
社
ア
メ
リ
カ
研
究
別
冊
6
・
昭
和
57
年
）
と
い
う
論
文
も
書

か
れ
て
い
る
こ
と
を
知
っ
た
。

そ
こ
で
北
垣
先
生
の
書
か
れ
た
も
の
を
参
照
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
と
こ
ろ
、『
不

定
芽
』
所
収
の
「
新
島
の
小
父
さ
ん
」
に
つ
い
て
は
言
及
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
が

わ
か
っ
た
。
た
だ
し
そ
こ
に
看
過
で
き
な
い
一
文
を
発
見
し
た
。
そ
れ
は
、

こ
の
カ
ー
ネ
ギ
ー
博
物
館
で
の
出
会
い
の
感
動
的
な
物
語
は
、
第
二
次
大
戦

直
後
の
小
学
校
の
国
語
読
本
に
載
っ
た
こ
と
が
あ
り
、
私
は
そ
れ
を
誰
か
か

ら
借
り
て
読
ん
だ
記
憶
が
あ
る
。
当
時
同
志
社
大
学
の
学
生
で
あ
っ
た
の
で
、

一
種
の
感
動
を
覚
え
た
こ
と
を
思
い
出
す
の
で
あ
る
。

�

（『
新
島
襄
と
ア
ー
モ
ス
ト
大
学
』
３
７
３
頁
）

で
あ
る
。
私
は
単
純
に
講
演
原
稿
の
元
本
と
し
て
、『
不
定
芽
』
所
収
の
「
新
島

の
小
父
さ
ん
」
の
存
在
を
考
え
て
い
た
の
だ
が
、
ど
う
や
ら
そ
の
中
間
に
「
小
学

校
の
国
語
読
本
」
が
存
在
す
る
こ
と
が
示
唆
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
さ

ら
に
興
味
を
抱
い
て
、
そ
の
教
科
書
の
現
物
を
探
し
て
み
る
こ
と
に
し
た
。

三
、
教
科
書
に
載
っ
た
新
島
夫
妻

新
島
夫
妻
は
、
北
海
道
滞
在
中
に
み
つ
坊
に
振
り
回
さ
れ
と
書
い
た
が
、
私
も

正
満
氏
に
は
か
な
り
振
り
回
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

ま
ず
教
科
書
の
調
査
で
浮
上
し
た
の
は
、
第
二
次
世
界
大
戦
敗
戦
後
の
暫
定
教

科
書
で
あ
る
。
終
戦
直
後
は
有
名
な
墨
塗
り
教
科
書
が
使
わ
れ
た
よ
う
だ
が
、
そ

の
後
に
使
用
さ
れ
た
の
が
暫
定
教
科
書
で
あ
る
。
幸
い
中
村
紀
久
二
監
修
『
文
部

省
著
作
暫
定
教
科
書
（
国
民
学
校
用
）』（
大
空
社
）
が
覆
刻
さ
れ
て
お
り
、
同
志

社
女
子
大
学
の
図
書
館
に
も
所
蔵
さ
れ
て
い
た
の
で
、
早
速
手
に
取
っ
て
調
べ
て

み
た
。
す
る
と
昭
和
2（
年
度
小
学
校
六
年
後
期
用
国
民
学
校
暫
定
教
科
書
第
三
巻

『
初
等
科
国
語
八
』（
昭
和
59
年
5
月
復
刻
発
行
）
に
、「
め
ぐ
り
あ
ひ
」
と
い
う

タ
イ
ト
ル
で
正
満
の
エ
ッ
セ
イ
が
出
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
ま
で
は
極
め
て
順

調
と
い
う
か
幸
運
だ
っ
た
。

こ
れ
が
北
垣
先
生
の
読
ま
れ
た
「
国
語
読
本
」
に
違
い
な
い
と
思
っ
た
反
面
、

わ
ず
か
一
年
だ
け
の
暫
定
教
科
書
に
特
定
し
て
も
大
丈
夫
だ
ろ
う
か
、
と
い
う
不

安
も
脳
裏
を
か
す
め
た
。
そ
こ
で
用
心
の
た
め
に
昭
和
22
年
度
以
降
の
教
科
書
に

も
当
た
っ
て
み
る
こ
と
に
し
た
。
雲
を
掴
む
よ
う
な
話
だ
が
、
こ
こ
で
も
運
よ
く

第
6
期
国
定
国
語
教
科
書
『
国
語
第
六
学
年
下
』（
昭
和
22
年
～
24
年
）
に
、「
情

熱
の
こ
と
ば
」
と
改
題
さ
れ
た
「
め
ぐ
り
あ
ひ
」
が
収
録
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ

か
っ
た
。
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と
い
う
の
も
、
た
ま
た
ま
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
「
新
島
八
重
」
と
「
国
語
教
科

書
」
を
キ
ー
ワ
ー
ド
に
検
索
を
か
け
て
み
た
と
こ
ろ
、
玉
川
大
学
教
育
図
書
館
の

記
事
が
ヒ
ッ
ト
し
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
は
玉
川
大
学
教
育
博
物
館
所
蔵
の
資
料

を
紹
介
す
る
も
の
だ
っ
た
が
、
そ
こ
に
新
島
八
重
の
こ
と
が
書
か
れ
て
い
る
教
科

書
と
し
て
、
前
述
の
暫
定
教
科
書
で
は
な
く
「
第
6
期
国
定
国
語
教
科
書
『
国
語

第
六
学
年
下
』「
情
熱
の
こ
と
ば
」」
が
図
版
付
き
で
あ
げ
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

「
八
重
の
桜
」
放
映
に
よ
っ
て
新
島
八
重
が
全
国
的
に
話
題
に
な
っ
た
こ
と
で
、

こ
の
記
事
も
書
か
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
改
め
て
大
河
ド
ラ
マ
の
影
響
力
の
す
ご
さ

を
思
い
知
っ
た
。
そ
こ
で
教
科
書
の
現
物
を
入
手
す
べ
く
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
検

索
し
て
み
る
と
、
安
価
で
販
売
し
て
い
る
福
島
の
古
書
店
が
ヒ
ッ
ト
し
た
。
早
速

注
文
し
た
と
こ
ろ
、
す
ぐ
に
該
当
の
本
が
送
ら
れ
て
き
た
（
し
か
も
複
数
）。
な

る
ほ
ど
目
次
に
は
「
め
ぐ
り
あ
い
」
と
あ
っ
た
が
、
暫
定
教
科
書
と
は
体
裁
が
か

な
り
違
っ
て
い
た
。
そ
こ
に
は
「
赤
絵
の
は
ち
」
と
「
情
熱
の
こ
と
ば
」
と
い
う

二
つ
の
話
が
併
記
さ
れ
て
お
り
、「
め
ぐ
り
あ
ひ
」
と
い
う
タ
イ
ト
ル
の
話
は
な

か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
恐
る
恐
る
本
文
を
見
た
と
こ
ろ
、「
情
熱
の
こ
と
ば
」
の

方
が
「
め
ぐ
り
あ
ひ
」
と
同
じ
内
容
だ
っ
た
。
タ
イ
ト
ル
の
変
更
は
、
敗
戦
後
と

い
う
日
本
の
社
会
状
況
の
中
で
、
む
し
ろ
ア
メ
リ
カ
人
の
ホ
ラ
ン
ド
博
士
に
焦
点

（
主
題
）
が
あ
て
ら
れ
た
結
果
の
よ
う
で
あ
る
。

こ
う
し
て
『
不
定
芽
』
と
講
演
原
稿
の
間
が
、
新
島
八
重
の
導
き
に
よ
っ
て
埋

ま
っ
て
い
っ
た
。
当
初
は
一
冊
の
教
科
書
と
想
定
し
て
い
た
の
だ
が
、
こ
こ
で

「
め
ぐ
り
あ
ひ
」
と
「
情
熱
の
こ
と
ば
」
の
二
種
類
が
見
つ
か
っ
た
わ
け
で
あ
る（

3
（

。

こ
れ
で
も
う
完
璧
と
思
う
反
面
、
ま
だ
ほ
か
に
も
違
う
タ
イ
ト
ル
で
ど
こ
か
に

掲
載
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
不
安
が
生
じ
た
。
そ
こ
で
思
い
つ
い
て

正
満
の
他
の
随
筆
集
を
調
べ
て
み
る
こ
と
に
し
た
。
検
索
で
最
初
に
ひ
っ
か
か
っ

た
の
は
、『
魚び

く籠
』（
昭
和
（6
年
）
と
い
う
ま
た
し
て
も
生
物
学
者
ら
し
い
タ
イ
ト

ル
の
本
で
あ
る
。
そ
ん
な
に
高
価
で
は
な
か
っ
た
の
で
、
取
り
あ
え
ず
中
身
も
見

ず
に
注
文
し
て
み
る
こ
と
に
し
た
。

古
書
店
か
ら
送
ら
れ
て
き
た
本
の
目
次
を
開
い
て
み
る
と
、
そ
こ
に
「
め
ぐ
り

あ
ひ
」
も
「
情
熱
の
こ
と
ば
」
も
掲
載
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
今
回
は
は
ず
れ
か

と
思
い
き
や
、
そ
の
か
わ
り
「
緋
文
字
」
と
い
う
奇
妙
な
タ
イ
ト
ル
で
、
や
は
り

類
話
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
発
見
し
た
。『
不
定
芽
』
と
い
い
『
魚
籠
』
と

い
い
、
こ
の
タ
イ
ト
ル
か
ら
新
島
夫
妻
の
話
へ
た
ど
り
つ
く
の
は
容
易
で
は
あ
る

ま
い
。
運
が
良
か
っ
た
と
い
う
の
か
、
あ
る
い
は
八
重
の
導
き
な
の
か
も
し
れ
な

い
。四

、
赤
イ
ン
キ
の
謎

さ
て
『
魚
籠
』
所
収
の
「
緋
文
字
」
と
い
う
題
名
は
、
晩
年
の
襄
が
眼
を
悪
く

し
て
赤
イ
ン
キ
で
な
け
れ
ば
見
え
な
い
（
書
け
な
い
）
と
い
う
八
重
の
話
に
焦
点

が
あ
て
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
よ
る
。
そ
の
か
わ
り
こ
こ
で
は
、
ホ
ラ
ン
ド
博
士
と

の
運
命
的
な
め
ぐ
り
あ
い
の
一
件
は
す
べ
て
削
除
さ
れ
て
い
た
。

そ
れ
は
出
版
さ
れ
た
の
が
、
太
平
洋
戦
争
に
突
入
し
た
昭
和
（6
年
と
い
う
時
代

背
景
を
考
慮
し
て
の
こ
と
だ
ろ
う
。
し
か
も
後
半
に
は
、
赤
イ
ン
キ
で
書
か
れ
て

い
る
と
い
う
大
島
正
健
宛
て
の
襄
の
書
簡
（
明
治
20
年
（2
月
6
日
）
が
付
さ
れ
て

い
た
。
ま
さ
か
こ
ん
な
と
こ
ろ
に
新
島
襄
の
書
簡
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
と
は
夢
に

も
思
わ
な
か
っ
た
。
そ
し
て
そ
の
書
簡
の
最
後
は
、「
近
来
満
ボ
ウ
先
生
は
如
何
。

毎
々
話
し
申
居
候
」
で
あ
っ
た
。

実
は
赤
イ
ン
キ
の
こ
と
は
先
の
「
め
ぐ
り
あ
ひ
」
に
も
、

そ
こ
に
赤
イ
ン
キ
が
置
い
て
あ
る
で
せ
う
。
を
ぢ
さ
ん
は
晩
年
眼
が
悪
く
な

つ
て
ね
。
手
紙
で
も
何
で
も
、
赤
イ
ン
キ
で
書
か
な
く
て
は
見
え
な
い
や
う

に
お
な
り
に
な
つ
た
の
で
す
よ
。

と
記
さ
れ
て
い
た
。
た
だ
し
こ
の
こ
と
は
最
初
の
『
不
定
芽
』
で
は
一
切
触
れ
ら

れ
て
い
な
い
の
で
、
後
の
創
作
か
と
思
っ
て
い
た
の
だ
が
、『
魚
籠
』
を
見
て
そ

こ
か
ら
の
引
用
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。「
緋
文
字
」
に
は
、
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そ
こ
に
赤
イ
ン
キ
が
置
て
あ
る
で
せ
う
、
叔
父
様
は
晩
年
眼
が
悪
る
く
な
つ

て
ネ
、
手
紙
で
も
何
で
も
赤
イ
ン
キ
で
お
書
き
に
な
つ
た
。

と
あ
る
の
で
、
赤
イ
ン
キ
に
関
し
て
は
こ
こ
か
ら
「
め
ぐ
り
あ
ひ
」
に
引
用
さ
れ

て
い
る
と
見
て
間
違
い
あ
る
ま
い
。
つ
い
で
に
「
情
熱
の
こ
と
ば
」
か
ら
も
同
じ

個
所
を
引
用
し
て
お
こ
う
。

そ
こ
に
赤
イ
ン
キ
が
お
い
て
あ
る
で
し
ょ
う
。
お
じ
さ
ん
は
、
年
と
ら
れ
て

か
ら
目
が
わ
る
く
な
っ
て
ね
、
手
紙
で
も
な
ん
で
も
赤
イ
ン
キ
で
書
か
な
く

て
は
見
え
な
い
よ
う
に
お
な
り
に
な
っ
た
の
で
す
よ
。

こ
ち
ら
の
方
が
「
緋
文
字
」
に
や
や
近
い
よ
う
で
あ
る
。
な
お
「
緋
文
字
」
で

は
、
さ
ら
に
襄
の
墓
参
り
記
事
に
引
き
続
い
て
、

新
島
の
小
父
さ
ん
が
あ
の
デ
ス
ク
に
よ
つ
て
、
あ
の
赤
イ
ン
キ
で
認
め
た
の

で
あ
ら
う
明
治
廿
年
十
二
月
六
日
附
で
、
札
幌
農
学
校
に
教
鞭
を
と
り
な
が

ら
札
幌
独
立
教
会
を
牧
し
て
ゐ
た
私
の
父
に
送
ら
れ
た
緋
文
字
の
長
書
が
我

家
に
秘
め
ら
れ
て
い
る
。

と
説
明
が
あ
り
、
以
下
長
々
と
そ
の
手
紙
の
全
文
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
が

『
不
定
芽
』
と
の
最
大
の
相
違
点
で
あ
り
、
だ
か
ら
こ
そ
「
緋
文
字
」
と
い
う
象

徴
的
な
タ
イ
ト
ル
に
変
更
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

五
、
一
過
性
の
赤
イ
ン
キ

と
こ
ろ
で
襄
が
晩
年
眼
を
悪
く
し
た
た
め
、
赤
イ
ン
ク
で
手
紙
を
書
い
て
い
た

と
い
う
こ
と
は
、
従
来
の
新
島
研
究
で
は
ほ
と
ん
ど
話
題
に
な
っ
て
い
な
か
っ
た

よ
う
で
あ
る
。
こ
れ
も
不
思
議
な
話
で
あ
る
。
試
み
に
『
新
島
襄
全
集
3
、
4
』

で
書
簡
を
調
べ
て
み
た
と
こ
ろ
、

明
治
20
年
（0
月
8
日
の
中
村
栄
助
宛
（
毛
筆
赤
イ
ン
ク
）

明
治
2（
年
（
月
22
日
同
志
社
五
年
生
宛
（
毛
筆
赤
イ
ン
ク
）

明
治
2（
年
（（
月
22
日
徳
富
猪
一
郎
宛
（
毛
筆
赤
イ
ン
ク
）

明
治
2（
年
（（
月
下
旬
松
平
正
直
宛
（
毛
筆
赤
イ
ン
ク
）

明
治
2（
年
（2
月
（
日
諸
教
会
牧
師
・
代
議
員
宛
（
毛
筆
赤
イ
ン
ク
）

明
治
2（
年
（2
月
2
日
大
島
正
健
宛
（
毛
筆
赤
イ
ン
ク
）

明
治
2（
年
（2
月
5
日
徳
富
猪
一
郎
宛
（
赤
イ
ン
ク
）

な
ど
の
例
を
拾
う
こ
と
が
で
き
た
。
こ
れ
ら
の
書
簡
は
、
赤
イ
ン
キ
で
文
章
の
一

部
を
修
正
し
た
な
ど
と
い
っ
た
レ
ベ
ル
の
も
の
で
は
な
さ
そ
う
だ
。
少
な
く
と
も

こ
れ
ら
に
よ
っ
て
、
確
実
に
襄
が
赤
イ
ン
ク
で
手
紙
を
書
い
て
い
る
こ
と
が
確
認

で
き
た
。
た
だ
し
不
思
議
な
こ
と
に
、
そ
れ
以
降
は
ま
た
普
通
の
墨（
黒
イ
ン
ク
）

に
戻
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
明
治
2（
年
前
後
だ
け
襄
の
眼
が
悪
く
な
り
、
そ
れ

以
降
治
っ
た
と
い
う
の
も
何
だ
か
奇
妙
な
話
で
あ
る
。
ま
し
て
八
重
が
嘘
を
つ
い

て
い
る
わ
け
で
も
あ
る
ま
い
。

そ
の
時
は
っ
と
思
い
当
た
る
こ
と
が
あ
っ
た
。
そ
れ
は
「
八
重
は
警
察
官
」
と

い
う
エ
ピ
ソ
ー
ド
で
あ
る（

4
（

。
ひ
ょ
っ
と
す
る
と
こ
の
時
期
と
い
う
の
は
、
襄
の
心

臓
の
病
気
が
悪
化
す
る
の
を
恐
れ
た
八
重
が
、
手
紙
を
書
か
せ
な
い
よ
う
に
襄
を

監
視
し
て
い
た
時
期
と
重
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
も
し
そ
う
な
ら
、
襄
は

八
重
の
目
を
盗
ん
で
手
紙
を
書
か
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
普
通
に
墨
や

黒
イ
ン
ク
を
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
や
む
を
え
ず
赤
イ
ン
キ
で
手
紙
を
書
い

た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
以
降
は
八
重
も
諦
め
て
見
張
る
の
を
や
め
た
の

で
、
も
と
の
墨
に
戻
っ
た
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

果
た
し
て
襄
は
本
当
に
眼
が
悪
く
て
赤
イ
ン
ク
を
使
用
し
た
の
だ
ろ
う
か
、
そ

れ
と
も
八
重
の
目
を
盗
ん
で
手
紙
を
書
い
た
た
め
に
、
赤
イ
ン
ク
を
使
用
せ
ざ
る

を
え
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
も
う
少
し
慎
重
に
検
討
す
べ

き
で
あ
ろ
う
。
新
島
研
究
者
の
御
意
見
も
伺
い
た
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
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六
、
六
つ
目
の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン

こ
う
し
て
正
満
の
エ
ッ
セ
イ
は
、「
新
島
の
小
父
さ
ん
」
か
ら
「
緋
文
字
」
に

な
り
、
そ
れ
が
教
科
書
で
は「
め
ぐ
り
あ
ひ
」と
い
う
表
題
に
な
り
、
さ
ら
に「
情

熱
の
こ
と
ば
」
へ
と
タ
イ
ト
ル
を
変
更
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
っ
た
（
内
容
も
微

妙
に
変
容
し
て
い
る
）。
そ
し
て
最
後
の
講
演
は
既
に
日
本
が
独
立
し
た
後
で
あ

り
、
し
か
も
新
島
襄
の
命
日
に
行
わ
れ
た
記
念
講
演
な
の
で
、
そ
れ
に
合
わ
せ
て

「
新
島
の
お
じ
さ
ん
と
満
坊
」
に
戻
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
そ
う
い
っ
た
タ
イ

ト
ル
及
び
内
容
の
変
更
は
、
自
ず
か
ら
当
時
の
日
本
の
社
会
状
況
と
も
深
く
結
び

つ
い
て
い
た
よ
う
な
の
で
、
そ
の
比
較
も
面
白
い
課
題
で
あ
る
。

こ
れ
で
正
満
の
エ
ッ
セ
イ
は
、
最
低
で
も
五
つ
の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
が
存
す
る

こ
と
が
判
明
し
た
。
も
ち
ろ
ん
ま
だ
知
ら
れ
て
い
な
い
別
の
バ
ー
ジ
ョ
ン
が
存
す

る
（
潜
ん
で
い
る
）
可
能
性
も
あ
る
。
今
の
と
こ
ろ
昭
和
24
年
ま
で
の
教
科
書
し

か
確
認
し
て
い
な
い
が
、
Ｇ
Ｈ
Ｑ
に
よ
る
進
駐
は
昭
和
27
年
ま
で
続
い
て
い
る
の

で
、
も
う
少
し
先
ま
で
教
科
書
に
掲
載
さ
れ
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
か
ら
だ
。

そ
こ
で
念
の
た
め
「
大
島
正
満
」「
満
坊
」
と
い
う
キ
ー
ワ
ー
ド
で
検
索
し
て

み
た
と
こ
ろ
、
ま
た
し
て
も
東
書
文
庫
の
蔵
書
検
索
に
ヒ
ッ
ト
し
た
。
三
省
堂
出

版
が
昭
和
25
年
に
発
行
し
て
い
る
「
中
学
新
国
語
（
下
」
の
中
に
、
大
島
正
満
著

「
満
ぼ
う
」
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

残
念
な
が
ら
古
書
目
録
で
現
物
を
探
せ
な
か
っ
た
の
で
、
出
版
元
の
三
省
堂
に

尋
ね
る
の
が
手
っ
取
り
早
い
と
思
い
、
問
い
合
わ
せ
て
み
た
と
こ
ろ
、
現
物
を
所

蔵
し
て
い
る
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
早
速
ご
好
意
に
よ
り
内
容
を
確
認
し
て
み
た

と
こ
ろ
、
予
想
通
り
新
島
夫
妻
と
の
思
い
出
話
だ
っ
た
。
小
学
校
の
教
科
書
に
掲

載
さ
れ
て
い
た
エ
ッ
セ
イ
が
、
後
に
中
学
校
の
教
科
書
に
も
掲
載
さ
れ
て
い
た
の

で
あ
る
。
こ
れ
で
ま
た
一
つ
教
科
書
の
記
事
が
見
つ
か
っ
た
（
た
だ
し
何
年
間
掲

載
さ
れ
て
い
た
の
か
未
詳
）。

こ
れ
に
は
本
文
の
末
尾
に
「
大
島
正
満
「
魚び

く籠
」
の
「
緋ひ

文
字
」
に
よ
る
」
と

出
典
が
明
記
さ
れ
て
い
た
の
で
確
認
し
た
と
こ
ろ
、「
緋
文
字
」
か
ら
手
紙
の
部

分
を
除
い
て
そ
の
ま
ま
引
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。

こ
う
し
て
奇
跡
的
に
六
つ
目
の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
に
た
ど
り
つ
く
こ
と
が
で
き

た
わ
け
だ
が
、
お
そ
ら
く
こ
れ
で
終
わ
り
で
は
あ
る
ま
い
。
も
う
少
し
満
坊
と
関

わ
っ
て
み
る
こ
と
に
し
た
い
。

「
新
島
の
小
父
さ
ん
」
の
六
つ
の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン

①�

大
島
正
満
「
新
島
の
小
父
さ
ん
」『
不
定
芽
』（
刀
江
書
院
）
昭
和
9
年
7
月

②�

大
島
正
満
「
緋
文
字
」『
魚
籠
』（
実
業
之
日
本
社
）
昭
和
（6
年
4
月
。
な
お

山
本
美
穂
子
氏
「
目
録
大
島
正
健
・
大
島
正
満
・
大
島
智
夫
関
係
資
料
」
北

海
道
大
学
文
書
館
年
報
（0
・
平
成
27
年
3
月
に
よ
れ
ば
、「
緋
文
字
」
の
自

筆
原
稿
が
所
蔵
さ
れ
て
い
る
と
の
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
大
島
正
満
著
『
新
島

襄
の
面
影
』（
伝
記
）
の
原
稿
も
所
蔵
さ
れ
て
い
る
。

③�

大
島
正
満
「
め
ぐ
り
あ
ひ
」
昭
和
2（
年
度
小
学
校
六
年
後
期
用
国
民
学
校
暫

定
教
科
書
『
初
等
科
国
語
八
』（
一
年
限
り
）

④�

大
島
正
満
「
情
熱
の
こ
と
ば
」
昭
和
22
年
度
第
6
期
国
定
国
語
教
科
書
『
国

語
第
六
学
年
下
』（
昭
和
22
年
か
ら
24
年
ま
で
掲
載
）

⑤�

大
島
正
満
「
満
ぼ
う
」
昭
和
26
年
度
「
中
学
新
国
語
（
下
」
三
省
堂
出
版
（
昭

和
26
年
～
28
年
）

⑥�

大
島
正
満
講
演
原
稿「
新
島
の
お
じ
さ
ん
と
満
坊
」昭
和
28
年
（
月
23
日（「
新

島
研
究
63
」
昭
和
58
年
（
月
所
収
）

〔
注
〕

（
（
）　�

吉
海
直
人
『
新
島
八
重
愛
と
闘
い
の
生
涯
』（
角
川
選
書
）
平
成
24
年
4
月

（
2
）　�
大
島
正
満
の
生
没
年
は
１
８
８
４
年
（
明
治
（7
年
）
6
月
2（
日
～
１
９
６
５
年
（
昭

和
40
年
）
6
月
26
日
で
あ
る
か
ら
、
明
治
20
年
は
満
三
歳
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

た
だ
し
⑤
「
満
ぼ
う
」
で
は
「
四
歳
」
と
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
『
魚
籠
』
所
収

の
②
「
緋
文
字
」
が
そ
う
な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

（
3
）　�

両
教
科
書
に
は
大
き
な
違
い
が
認
め
ら
れ
る
。
ま
ず
③
暫
定
教
科
書
は
本
文
が
二

段
組
み
で
あ
る
が
、
新
し
い
教
科
書
④
は
一
段
組
み
と
書
式
が
大
き
く
異
な
っ
て
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い
る
。
し
か
も
タ
イ
ト
ル
の
み
な
ら
ず
、
文
体
も
か
な
り
改
訂
さ
れ
て
い
る
。
こ

の
わ
ず
か
一
年
の
間
に
、
旧
仮
名
遣
い
が
現
代
仮
名
遣
い
に
移
行
し
て
い
る
の
が

目
を
引
い
た
。
ま
た
「
情
熱
の
こ
と
ば
」
に
は
、
暫
定
教
科
書
に
は
な
か
っ
た
か

わ
い
ら
し
い
挿
絵
が
2
図
挿
入
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
挿
絵
の
有
無
に
よ
っ
て
両
者

は
簡
単
に
判
別
で
き
る
わ
け
で
あ
る
。

（
4
）　�

コ
ラ
ム
3
「
八
重
は
警
察
官
」（
注
（
選
書
所
収
）。

〔
追
記
〕�

も
し
北
垣
先
生
の
御
論
稿
が
な
か
っ
た
ら
、
そ
し
て
大
河
ド
ラ
マ
「
八

重
の
桜
」
が
放
映
さ
れ
な
か
っ
た
ら
、
こ
れ
ほ
ど
熱
心
に
正
満
に
つ
い

て
調
べ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
あ
ら
た
め
て
北
垣
先
生
の
学

恩
に
感
謝
申
し
上
げ
た
い
。
ま
た
閲
覧
を
許
可
し
て
下
さ
っ
た
三
省
堂

出
版
に
も
お
礼
申
し
上
げ
る
。


