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失
わ
れ
た
声
　
　
「
舞
姫
」

1

の
基
層

　
「
羅
生
門
」
の
論
が
優
に
百
本
を
こ
え
る
、
と
報
告
さ
れ
て
か

ら
久
し
い
が
、
「
舞
姫
」
論
も
お
そ
ら
く
そ
れ
に
引
け
を
取
る
ま

い
。
「
羅
生
門
」
論
の
方
は
と
も
か
く
と
し
て
も
、
「
舞
姫
」
論
は

混
迷
す
る
ば
か
り
の
よ
う
で
あ
る
。
む
ろ
ん
混
迷
は
「
舞
姫
」
や

鴎
外
に
限
ら
ず
、
最
近
の
研
究
動
向
全
体
の
問
題
で
も
あ
る
。

「
舞
姫
」
に
お
け
る
く
語
り
V
の
問
題
の
よ
う
に
、
新
し
い
理
論

や
思
い
つ
き
に
引
き
寄
せ
ら
れ
な
が
ら
、
新
た
な
解
釈
が
増
殖
さ

れ
て
ゆ
き
、
拡
散
と
混
迷
は
深
ま
る
ば
か
り
で
あ
る
。

　
回
想
さ
れ
た
出
来
事
の
系
列
（
ベ
ル
リ
ン
時
代
の
生
活
、

C
）
と
、
そ
れ
に
対
す
る
自
己
認
識
の
系
列
（
D
）
を
一
ま

榎
　
　
本

敦
　
　
史

ず
区
別
し
て
み
る
な
ら
ば
、
D
は
明
ら
か
に
書
く
時
間
の
な

か
の
出
来
事
で
あ
る
。
D
は
初
め
自
己
弁
護
的
だ
っ
た
り
、

自
己
慰
籍
的
で
あ
っ
た
り
し
た
が
、
エ
リ
ス
の
二
度
目
の
手

紙
を
受
け
取
っ
た
場
面
を
想
起
す
る
と
共
に
、
き
び
し
い
自

己
賛
問
の
調
子
に
変
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
C
と
D
を
裁
然
と
区

別
す
る
の
は
む
ず
か
し
く
、
相
互
媒
介
的
な
進
行
と
見
る
べ

き
で
あ
る
が
、
大
ま
か
に
別
け
て
言
え
ば
、
こ
れ
ま
で
C
は

D
と
い
う
フ
ィ
ー
ド
バ
ツ
ク
に
か
け
ら
れ
て
構
成
さ
れ
て
い

た
。
と
こ
ろ
が
、
今
度
は
、
D
が
C
の
フ
ィ
ー
ド
バ
ツ
ク
に

か
け
ら
れ
て
重
要
な
自
己
認
識
の
転
換
を
引
き
起
こ
さ
れ
て

し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
一
㎡
躯
一
繍
、
』
鐵
㌶
腔
一
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そ
の
意
味
で
手
記
を
執
筆
す
る
行
為
は
、
多
層
化
さ
れ
た

自
己
像
の
相
互
浸
透
的
対
話
と
も
い
え
る
構
造
を
も
っ
て
い

る
。
そ
し
て
、
そ
の
レ
ベ
ル
の
違
う
自
己
の
問
に
お
け
る
対

話
的
行
為
と
し
て
の
手
記
執
筆
は
、
そ
れ
ま
で
に
（
書
。
か
れ

て
い
る
時
点
で
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
そ
の
書
き
初
め
の
段

階
で
も
）
意
識
化
さ
れ
な
か
っ
た
、
も
う
一
人
の
自
己
像
を

も
創
出
す
る
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
テ
ク
ス
ト
と
し
て

「
舞
姫
」
を
読
み
な
お
し
て
み
る
と
き
、
こ
の
作
品
は
、
新

し
い
面
貌
を
わ
れ
わ
れ
の
前
に
あ
ら
わ
し
て
く
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
一
“
駆
簑
篶
ザ
年
六
月
一

　
そ
れ
ぞ
れ
確
か
に
「
新
し
い
面
貌
」
に
は
違
い
あ
る
ま
い
が
、

テ
ク
ス
ト
も
豊
太
郎
も
二
十
世
紀
の
、
そ
れ
も
世
紀
末
の
錯
綜
し

た
面
貌
で
も
あ
る
。
こ
こ
で
は
二
十
世
紀
の
世
紀
末
に
置
か
れ
た

「
テ
ク
ス
ト
」
で
は
な
く
、
作
晶
が
発
表
さ
れ
た
時
代
に
「
舞
姫
」

を
置
き
直
し
、
作
品
が
本
来
持
っ
て
い
た
古
い
層
に
注
目
し
、
そ

こ
に
照
明
を
当
て
て
み
た
い
。
そ
れ
は
「
舞
姫
」
（
を
は
じ
め
と

す
る
こ
の
時
期
の
小
説
作
品
v
が
内
包
し
て
い
た
音
声
と
い
う
問

題
で
あ
る
。
つ
ま
り
実
際
例
が
報
告
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
「
舞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
－
）

姫
」
は
音
読
さ
れ
て
も
い
る
の
で
あ
り
、
音
読
さ
れ
た
と
い
う
事

実
が
意
味
し
て
い
る
内
実
を
明
か
し
て
み
た
い
と
考
え
る
。
現
在

の
「
舞
姫
」
論
の
混
迷
が
、
要
す
る
に
黙
読
が
生
み
出
す
多
義
性

に
由
来
し
て
い
る
、
と
考
え
る
加
ら
で
あ
る
。
活
字
を
前
に
一
人

で
好
き
な
所
か
ら
自
由
自
在
に
読
め
、
「
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
」
も

可
能
な
黙
読
は
、
そ
の
自
在
さ
が
さ
ま
ざ
ま
な
解
釈
を
、
あ
る
い

は
窓
意
的
と
も
患
え
る
読
み
を
生
ん
で
来
た
。

　
「
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
」
が
可
能
な
読
み
方
が
生
み
出
す
「
自
在
」

な
解
釈
と
い
う
問
題
は
、
音
読
か
黙
読
か
と
い
う
問
題
に
限
ら
ず
、

た
と
え
ぱ
フ
て
ろ
」
論
争
に
も
端
的
に
現
れ
て
い
る
。
学
生
の

「
私
」
が
先
生
の
遺
書
の
言
葉
を
「
差
異
化
」
し
て
い
る
と
い
う

　
　
　
（
2
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

小
森
陽
一
の
「
新
し
い
」
読
み
方
は
、
故
三
好
行
雄
が
指
摘
し
た

よ
う
に
あ
く
ま
で
も
フ
ニ
ろ
」
と
い
う
「
テ
ク
ス
ト
」
全
体
を

前
に
置
き
、
「
フ
ィ
ー
ド
バ
ソ
ク
」
し
な
が
ら
読
む
こ
と
の
で
き

る
刊
行
本
の
読
者
の
特
権
で
あ
る
。
「
こ
㌧
ろ
」
連
載
時
の
読
者

に
は
む
ろ
ん
作
晶
の
全
体
は
与
え
ら
れ
て
お
ら
ず
、
《
小
説
の
冒

頭
で
、
〈
私
〉
に
よ
る
遺
書
の
差
異
化
を
読
み
と
る
こ
と
な
ど
論

外
で
あ
っ
た
。
》
（
三
好
）
の
で
あ
る
。
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小
森
の
「
こ
㌧
ろ
」
論
に
対
す
る
疑
念
は
こ
こ
で
は
措
く
と
し

て
も
、
「
舞
姫
」
を
そ
れ
が
発
表
さ
れ
た
時
代
に
戻
し
て
み
れ
ば
、

「
他
層
化
さ
れ
た
自
己
像
の
相
互
浸
透
的
対
語
」
な
ど
と
い
う
や

や
こ
し
い
も
の
は
、
誰
も
読
み
取
り
は
し
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

同
時
代
の
著
名
な
「
舞
姫
」
批
判
者
で
あ
る
石
橋
忍
月
の
「
人
物

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

と
境
遇
と
行
為
と
の
関
係
支
離
滅
裂
」
と
い
う
指
摘
は
、
そ
れ
自

体
作
晶
の
単
層
性
を
求
め
て
の
苛
立
ち
と
理
解
す
る
こ
と
が
で
き

る
。
こ
れ
に
比
べ
る
と
単
純
な
も
の
を
複
雑
に
受
容
し
た
上
で
混

沌
を
楽
し
む
、
と
い
う
の
が
善
し
悪
し
は
別
に
し
て
も
二
十
世
紀

末
的
な
〈
読
み
〉
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
と
も
あ

れ
実
は
十
九
世
紀
の
世
紀
末
に
も
、
そ
れ
な
り
の
複
雑
さ
が
あ
っ

た
の
で
あ
る
。

　
日
本
の
ば
あ
い
、
活
版
印
刷
術
の
移
入
に
先
立
つ
木
版
整

版
印
刷
の
期
間
が
、
ほ
ぽ
こ
の
音
読
の
時
代
に
対
比
し
う
る

と
考
え
る
。
そ
し
て
活
版
印
刷
と
木
版
印
刷
と
の
交
替
期
に

あ
た
る
明
治
初
年
は
、
リ
ー
ス
マ
ン
の
い
う
口
語
コ
、
・
ニ
ニ

ケ
イ
シ
ヨ
ン
の
段
階
か
ら
活
字
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
イ
シ
ヨ
ン
の
段

階
へ
の
過
渡
期
、
そ
れ
も
そ
の
最
終
期
で
あ
っ
た
と
規
定
さ

れ
よ
う
。
印
刷
さ
れ
た
文
字
は
自
律
的
な
媒
体
と
し
て
の
機

能
を
充
分
に
発
揮
し
え
ず
、
口
語
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
イ
シ
ヨ
ン
の

複
製
な
い
し
は
再
現
の
手
段
と
し
て
の
役
割
を
な
お
兼
帯
し

て
い
た
時
代
な
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
い
い
か
え
る
な

ら
ば
、
活
字
が
個
人
的
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
イ
シ
ヨ
ン
様
式
と
し

て
作
用
す
る
一
方
、
家
族
共
同
体
・
地
域
共
同
体
・
精
神
的

共
同
体
等
、
集
団
を
単
位
と
す
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
イ
シ
目
ン
様

式
と
し
て
作
用
す
る
場
合
も
少
く
な
か
っ
た
こ
と
を
意
味
し

て
い
る
。
家
族
共
同
体
に
お
け
る
戯
作
小
説
や
小
新
聞
、
地

域
共
同
体
に
お
け
る
新
聞
解
話
会
、
精
神
的
共
同
体
に
お
け

る
政
治
小
説
は
、
そ
れ
ぞ
れ
こ
の
集
団
的
・
共
同
的
な
享
受

方
式
の
あ
り
方
を
典
型
的
に
示
し
て
い
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

　
こ
の
音
読
か
ら
黙
読
へ
と
い
う
享
受
方
式
の
移
行
過
程
を
、

同
時
代
の
ひ
と
り
と
し
て
、
大
ま
か
な
が
ら
か
な
り
正
当
に

認
識
し
て
い
た
の
は
坪
内
迫
遥
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
一
鯉
賊
れ
駆
藩
一
所
収
一

未
だ
に
最
初
に
読
ん
だ
時
の
イ
ン
バ
ク
ト
が
忘
れ
難
い
論
文
か
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（37）失われた声一「舞姫」の基層

ら
の
引
用
で
あ
る
。
盛
り
沢
山
の
情
報
が
並
べ
ら
れ
て
い
る
論
な

の
で
、
引
用
を
短
く
抽
出
し
難
い
の
は
止
む
を
得
な
い
。
前
述
の

よ
う
に
「
舞
姫
」
が
完
成
さ
れ
た
時
、
そ
れ
は
「
家
族
共
同
体
」

の
前
で
「
芝
居
掛
か
り
」
で
音
読
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り

「
舞
姫
」
が
発
表
さ
れ
た
頃
は
、
ま
だ
前
田
の
言
う
明
治
初
年
代

の
状
況
が
、
す
な
わ
ち
文
芸
作
品
の
「
集
団
的
・
共
同
的
な
享
受

方
式
」
が
持
続
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
も
そ
の
音

読
の
さ
れ
方
が
「
芝
居
掛
か
り
」
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
暗
示

し
て
い
る
の
は
、
豊
太
郎
の
語
り
に
無
意
識
の
中
に
流
れ
込
ん
で

い
る
、
歌
舞
伎
や
浄
瑠
璃
の
〈
身
の
上
語
り
〉
の
形
式
で
あ
る
。

現
代
で
も
猿
之
助
や
玉
三
郎
の
人
気
に
よ
っ
て
歌
舞
伎
が
幅
広
く

受
容
さ
れ
て
い
る
と
は
い
え
、
明
治
二
十
年
前
後
と
い
え
ぱ
、
娯

楽
の
中
で
歌
舞
伎
の
占
め
る
大
き
さ
は
、
現
在
と
は
比
較
に
な
ら

ぬ
も
の
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
後
に
劇
評
家
三
木
竹
二
と
し
て

名
を
成
す
弟
篤
次
郎
ほ
ど
で
は
な
か
っ
た
に
し
ろ
、
鶴
外
の
中
に

も
「
芝
居
」
へ
の
嗜
好
性
は
息
づ
い
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
鶴
外

自
身
後
に
「
玉
薩
両
浦
島
」
（
明
治
三
五
年
二
一
月
）
、
「
日
蓮
聖

人
辻
説
法
」
（
明
治
三
七
年
三
月
）
と
い
う
戯
曲
を
創
作
す
る
に

い
た
る
こ
と
も
、
そ
の
傍
証
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

　
と
も
あ
れ
作
者
が
意
識
的
か
無
意
識
的
に
か
を
問
わ
ず
、
豊
太

郎
に
は
歌
舞
伎
的
な
〈
身
の
上
語
り
〉
の
ト
ー
ン
を
明
瞭
に
聞
き

取
る
こ
と
が
で
き
る
。
代
表
的
な
も
の
と
し
て
「
菅
原
伝
授
手
習

鑑
」
の
松
王
丸
の
〈
も
ど
り
〉
（
敵
役
と
思
わ
れ
た
人
物
が
、
劇

の
進
行
に
つ
れ
善
心
に
も
ど
っ
て
本
心
を
打
ち
明
け
る
こ
と
）
の

語
り
を
具
体
例
に
し
て
考
え
る
と
解
り
や
す
い
で
あ
ろ
う
。
遣
真

に
恩
が
あ
り
な
が
ら
も
、
敵
方
の
藤
原
時
平
に
仕
え
る
身
と
な
っ

て
い
る
松
王
丸
は
、
時
平
に
命
じ
ら
れ
た
道
真
の
若
君
の
首
の
代

わ
り
に
、
己
れ
の
子
小
太
郎
を
身
代
わ
り
に
殺
さ
せ
て
菅
公
へ
の

義
を
果
た
す
。
松
王
丸
は
道
真
の
恩
に
報
い
る
た
め
に
我
が
子
を

死
な
せ
た
悲
し
い
身
の
上
を
物
語
る
。

　
ヲ
㌧
御
不
審
尤
。
存
知
の
通
り
我
々
兄
弟
三
人
は
。
め
い

め
い
に
別
れ
て
奉
公
。
情
な
や
此
松
王
は
。
時
平
公
に
随
ひ
。

親
兄
弟
共
肉
縁
切
り
。
御
恩
請
け
た
丞
相
様
へ
敵
対
。
主
命

と
は
云
ひ
な
が
ら
皆
是
此
身
の
因
果
。
何
と
ぞ
主
従
の
縁
切

ん
と
。
作
病
構
へ
暇
の
願
ひ
。
菅
秀
才
の
首
見
た
ら
ば
暇
や

ら
ん
と
今
日
の
役
目
。
よ
も
や
貴
殿
が
討
ち
は
せ
ま
い
。
な

れ
共
身
代
り
に
立
つ
べ
き
一
子
な
く
ぱ
如
何
せ
ん
。
麦
ぞ
御

恩
報
ず
る
時
と
。
女
房
千
代
と
云
ひ
合
せ
。
二
人
の
中
の
世
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伜
を
ば
。
先
へ
廻
し
て
、
此
身
代
り
。
机
の
数
を
改
め
し
も
。

我
子
は
来
た
か
と
心
の
著
。
菅
丞
相
に
は
我
性
根
を
見
込
給

ひ
。
何
と
て
松
の
つ
れ
な
か
ら
ふ
ぞ
と
の
御
歌
を
松
は
つ
れ

な
い
つ
れ
な
い
と
。
世
上
の
口
に
か
㌧
る
悔
し
さ
。
推
量
あ

れ
源
蔵
殿
。
世
伜
が
な
く
ぱ
い
つ
迄
も
人
で
な
し
と
言
は
れ

ん
に
。
持
べ
き
物
は
子
な
る
ぞ
や
と
。

　
〈
も
ど
り
〉
の
形
式
に
お
い
て
は
、
松
王
丸
の
〈
身
の
上
語
り
〉

の
言
葉
に
疑
い
を
狭
み
心
理
を
穿
つ
な
ど
あ
り
え
な
い
。
観
客
は

そ
の
独
特
の
リ
ズ
ム
と
ト
ー
ン
に
乗
っ
て
、
松
王
丸
の
語
り
を
そ

の
ま
ま
の
事
実
と
し
て
受
け
取
り
、
そ
の
非
運
に
同
情
し
共
感
す

る
わ
け
で
あ
る
。
つ
ま
り
は
松
王
丸
の
身
の
上
語
り
は
、
物
語
の

基
幹
と
な
る
事
実
を
伝
え
る
語
り
手
の
言
葉
と
同
じ
位
相
で
機
能

す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

　
　
注
（
1
）
に
引
用
し
た
小
金
井
喜
美
子
の
回
想
は
、
次
の
よ
う

　
　
に
続
い
て
い
る
。

　
「
石
炭
は
は
や
積
果
て
つ
中
等
室
の
卓
の
ほ
と
り
は
い
と

静
か
に
て
熾
熱
灯
の
光
の
晴
れ
が
ま
し
き
も
や
く
な
し
。
」

中
音
に
読
み
始
め
た
の
を
、
誰
も
誰
も
熱
心
に
聞
い
て
居
ま

し
た
。
だ
ん
だ
ん
進
む
中
、
読
む
人
も
情
に
迫
っ
て
涙
声
に

な
り
ま
す
。
聞
い
て
ゐ
る
人
達
も
、
皆
そ
れ
ぞ
れ
思
ふ
事
は

ち
が
っ
て
も
、
記
憶
が
新
し
い
の
と
、
其
文
章
に
魅
せ
ら
れ

て
鼻
を
頻
に
か
み
ま
し
た
。
「
鳴
呼
相
沢
謙
吉
の
如
き
良
友

は
世
に
得
難
か
る
べ
し
、
さ
れ
ど
我
が
脳
裏
に
一
点
の
彼
を

憎
む
心
は
今
日
ま
で
残
れ
り
け
り
。
」
読
み
終
っ
た
時
は
、

誰
も
誰
も
ほ
っ
と
溜
息
を
つ
き
ま
し
た
。
暫
く
沈
黙
の
続
い

た
後
、
「
ほ
ん
と
に
よ
く
書
け
て
居
ま
す
ね
」
と
い
ひ
出
し

た
の
は
私
で
し
た
。

　
こ
の
「
共
同
的
な
享
受
方
式
」
は
、
松
王
丸
の
身
の
上
語
り
の

受
容
の
仕
方
と
相
通
ず
る
も
の
が
あ
る
。
つ
ま
り
豊
太
郎
が
天
方

伯
へ
の
義
か
ら
エ
リ
ス
を
狂
わ
せ
、
身
ご
も
っ
た
子
を
見
捨
て
た

こ
と
に
対
し
、
聞
い
て
い
る
「
家
族
共
同
体
」
の
構
成
員
達
は
そ

の
非
運
に
同
情
し
共
感
す
る
の
で
あ
る
。
即
ち
「
舞
姫
」
は
歌
舞

伎
の
〈
も
ど
り
〉
の
形
式
を
原
型
と
し
て
持
っ
て
お
り
、
音
読
に

よ
っ
て
享
受
す
る
こ
と
に
よ
り
、
歌
舞
伎
調
の
リ
ズ
ム
と
ト
ー
ン

と
に
保
証
さ
れ
て
豊
太
郎
が
語
る
自
ら
の
「
弱
さ
」
は
、
事
実
と

し
て
そ
の
ま
ま
受
け
入
れ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
回
想
か
ら
分

か
る
よ
う
に
、
音
読
し
て
享
受
し
た
時
、
自
分
は
「
弱
い
」
と
言
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い
た
い
豊
太
郎
の
心
理
を
穿
つ
こ
と
は
あ
り
得
な
い
。
こ
の
場
合
、

豊
太
郎
の
言
葉
は
そ
の
ま
ま
事
実
を
伝
え
る
語
り
手
の
言
葉
と
し

て
機
能
す
る
わ
け
で
あ
る
。
要
す
る
に
「
舞
姫
」
は
享
受
の
仕
方

に
応
じ
て
両
極
の
相
を
帯
び
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
り
、
音
読
の

場
合
「
弱
い
」
と
い
う
言
葉
は
物
語
の
基
底
の
事
実
を
伝
え
る
語

り
手
の
言
葉
と
し
て
受
け
取
ら
れ
、
豊
太
郎
の
「
弱
い
」
と
い
う

性
格
を
浮
き
彫
り
に
し
、
聞
き
手
は
そ
れ
に
同
情
し
共
感
を
覚
え

る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
一
方
黙
読
の
場
合
「
弱
い
」
と
い
う

言
葉
は
登
場
人
物
の
言
葉
と
し
て
受
け
取
ら
れ
、
そ
の
「
弱
い
」

と
言
い
た
い
心
理
を
穿
つ
こ
と
に
な
り
、
自
分
を
「
弱
い
」
と
言

っ
て
逃
れ
た
い
豊
太
郎
の
心
理
の
反
映
を
見
出
し
、
自
己
弁
護
・

自
己
憐
欄
の
現
れ
を
認
め
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

　
さ
て
作
者
鶴
外
の
意
図
に
問
題
を
移
す
こ
と
に
す
る
。
鴎
外
の

モ
チ
ー
フ
と
し
て
は
、
右
の
ど
ち
ら
の
極
に
振
れ
て
い
た
の
で
あ

ろ
う
か
？
　
石
橋
忍
月
と
の
論
争
及
び
『
美
奈
和
集
』
に
お
け
る

改
訂
を
通
じ
て
考
え
て
み
た
い
。

　
忍
月
の
批
判
と
は
、
慈
悲
深
く
恩
愛
の
情
に
切
な
る
豊
太
郎
が

エ
リ
ス
を
捨
て
て
帰
東
す
る
の
は
、
人
物
と
境
遇
と
行
為
と
の
関

係
が
支
離
滅
裂
だ
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
豊
太
郎
の
く
身
の
上
語

り
V
を
そ
の
ま
ま
に
受
け
取
ら
ず
、
黙
読
に
よ
る
「
フ
ィ
ー
ド
バ

ッ
ク
」
の
読
み
の
方
向
を
示
し
た
も
の
と
言
え
る
。
そ
れ
に
対
し
、

鴎
外
の
反
論
は
作
中
の
語
り
手
で
は
な
い
登
場
人
物
、
相
澤
謙
吉

の
名
で
な
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
作
者
鴎
外
が
作
晶
の
外
側

か
ら
解
説
を
加
え
る
の
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
物
語
世
界
の
中
に

お
い
て
豊
太
郎
の
く
身
の
上
語
り
V
を
保
証
す
る
存
在
と
し
て
相

澤
謙
吉
を
打
ち
出
し
た
か
っ
た
か
ら
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

　
処
女
を
敬
す
る
心
と
、
不
治
の
精
神
病
に
係
り
し
女
を
そ

の
母
に
委
託
し
、
存
活
の
資
を
残
し
て
去
る
心
と
は
、
何
故

に
両
立
す
べ
か
ら
ざ
る
か
。
若
太
田
が
エ
リ
ス
を
棄
て
た
る

は
、
エ
リ
ス
が
狂
す
る
前
に
在
り
て
、
そ
の
処
女
を
敬
し
た

る
昔
の
心
に
負
き
し
は
こ
㌧
な
り
と
い
は
じ
、
是
れ
弱
性
の

人
の
境
遇
に
駆
ら
る
㌧
状
を
解
せ
ざ
る
言
の
み
。
太
田
は
弱

し
。
そ
の
大
臣
に
諾
し
た
る
は
事
実
な
れ
ど
、
彼
に
し
て
家

に
帰
り
し
後
に
人
事
を
省
み
ざ
る
病
に
罹
る
こ
と
な
く
、
又

エ
リ
ス
が
狂
を
発
す
る
こ
と
も
あ
ら
で
相
語
る
を
り
も
あ
り

し
な
ら
ば
、
太
田
は
或
い
は
帰
東
の
念
を
断
ち
し
も
又
知
る

可
ら
ず
。
彼
は
此
念
を
断
ち
て
大
臣
に
対
し
て
面
目
を
失
ひ
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た
ら
ぱ
、
或
は
深
く
暫
憲
し
て
自
殺
せ
し
も
亦
知
る
可
ら
ず

（
「
舞
姫
に
就
き
て
気
取
半
之
丞
に
与
ふ
る
書
」
明
治
二
三
年

四
月
）

　
反
論
の
中
心
は
太
田
の
「
弱
性
」
「
弱
」
さ
の
強
調
に
置
か
れ

て
い
る
。
こ
れ
は
豊
太
郎
が
く
身
の
上
語
り
V
に
お
い
て
自
ら
の

弱
さ
を
語
っ
て
い
る
こ
と
を
、
そ
の
ま
ま
延
長
し
て
受
け
取
ら
せ

よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
「
弱
」
さ
と
い
う
心
理
と
も
性
格
と

も
つ
か
ぬ
概
念
を
〈
身
の
上
語
り
〉
の
事
実
と
し
て
機
能
さ
せ
よ

う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
方
向
性
は
、
後
の
明
治
二
十
五

年
七
月
の
『
美
奈
和
集
」
改
訂
稿
に
お
い
て
も
は
っ
き
り
と
認
め

ら
れ
る
。　

物
語
り
の
畢
り
し
と
き
彼
（
注
　
　
相
澤
）
は
色
を
正
し

て
諌
む
る
や
う
、
こ
の
一
段
の
事
は
素
と
生
れ
な
が
ら
な
る

心
に
基
し
た
る
な
れ
ば
今
更
に
言
は
ん
も
甲
斐
な
し
、
と
は

い
へ
学
識
あ
り
才
能
あ
る
も
の
が
い
つ
ま
で
か
一
少
女
の
情

に
か
㌧
つ
ら
ひ
て
目
的
な
き
生
活
を
な
す
べ
き

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
初
出
）

　
物
語
り
の
畢
り
し
と
き
、
彼
は
色
を
正
し
て
諌
む
る
や
う
、

こ
の
一
段
の
事
は
素
と
生
れ
な
が
ら
な
る
弱
き
心
よ
り
出
で

し
な
れ
ば
、
今
更
に
言
は
ん
も
甲
斐
な
し
。
と
は
い
へ
、
学

識
あ
り
、
才
能
あ
る
も
の
が
、
い
つ
ま
で
か
一
少
女
の
情
に

か
㌧
つ
ら
ひ
て
、
目
的
な
き
生
活
を
な
す
べ
き

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
改
訂
稿
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
傍
線
引
用
者
）

　
つ
ま
り
改
訂
は
、
豊
太
郎
の
言
葉
で
は
な
く
、
相
澤
の
言
葉
と

し
て
「
弱
き
」
を
挿
入
し
て
強
調
し
、
豊
太
郎
の
心
の
在
り
方
と

し
て
そ
の
ま
ま
受
け
取
ら
れ
る
よ
う
に
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
以
上
の
よ
う
に
、
石
橋
忍
月
と
の
論
争
及
び
『
美
奈
和
集
』
に

お
け
る
改
訂
を
見
れ
ば
、
鴎
外
の
意
図
は
次
の
よ
う
に
考
え
ら
れ

る
。　

即
ち
鶴
外
は
初
め
歌
舞
伎
調
に
音
読
さ
れ
た
時
の
よ
う
に
、

〈
身
の
上
語
り
〉
と
し
て
豊
太
郎
の
「
弱
さ
」
が
そ
の
ま
ま
受
け

取
ら
れ
る
こ
と
を
望
ん
だ
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
忍
月
に
よ
っ
て

「
人
物
と
境
遇
と
行
為
と
の
関
係
が
支
離
滅
裂
」
で
、
優
し
い
豊

太
郎
が
女
を
捨
て
て
帰
国
す
る
と
い
う
不
自
然
さ
を
突
か
れ
て
し

ま
う
。
そ
こ
で
鴎
外
は
物
語
が
豊
太
郎
の
〈
身
の
上
語
り
〉
と
し

て
享
受
さ
れ
ず
、
豊
太
郎
の
「
弱
さ
」
が
そ
の
ま
ま
受
け
取
ら
れ
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な
い
こ
と
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
知
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
黙
読

に
お
い
て
は
、
豊
太
郎
の
言
葉
と
し
て
記
さ
れ
て
い
る
「
弱
さ
」

が
相
対
化
さ
れ
、
共
感
・
同
情
を
得
ら
れ
な
い
場
合
が
あ
る
と
い

う
こ
と
を
意
味
す
る
。
鶴
外
は
相
澤
謙
吉
の
署
名
で
反
論
し
つ
つ

「
弱
性
」
を
強
調
す
る
と
と
も
に
、
改
訂
に
際
し
て
は
相
澤
の
言

葉
の
中
に
「
弱
さ
」
を
入
れ
て
補
強
す
る
。
音
読
で
あ
れ
ぱ
、
歌

舞
伎
の
〈
身
の
上
語
り
〉
の
伝
統
に
添
っ
て
「
弱
さ
」
は
共
感
・

同
情
さ
れ
る
は
ず
の
と
こ
ろ
が
、
黙
読
に
お
い
て
は
そ
う
は
い
か

な
か
っ
た
た
め
、
改
め
て
「
舞
姫
」
に
お
け
る
豊
太
郎
の
「
弱

さ
」
を
豊
太
郎
の
言
葉
以
外
の
形
で
打
ち
出
し
た
わ
け
で
あ
る
。

4

　
以
上
、
「
家
族
共
同
体
」
に
お
け
る
音
読
の
実
際
例
に
即
し
て

論
じ
て
き
た
が
、
次
に
先
述
の
前
田
論
文
の
指
摘
に
あ
っ
た
「
精

神
的
共
同
体
に
お
け
る
政
治
小
説
」
と
し
て
の
享
受
方
式
、
と
い

う
側
面
に
注
目
し
て
補
足
的
に
検
証
し
た
い
。
と
い
っ
て
も
無
論

前
田
を
初
め
「
舞
姫
」
を
政
治
小
説
と
し
て
読
ん
だ
者
は
い
な
い
。

こ
こ
で
も
政
治
小
説
そ
の
も
の
だ
と
規
定
し
よ
う
と
い
う
の
で
は

な
く
、
「
舞
姫
」
が
発
表
さ
れ
た
背
景
に
は
政
治
的
な
文
脈
が
読

み
取
れ
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
「
舞
姫
」
の

中
で
天
方
伯
に
擬
せ
ら
れ
た
山
県
有
朋
が
、
明
治
二
十
二
年
十
月

外
遊
か
ら
帰
朝
し
た
後
、
に
わ
か
に
言
論
統
制
が
厳
し
さ
を
増
し

て
行
く
過
程
で
、
特
に
『
読
売
新
聞
」
と
『
国
民
之
友
』
が
狙
わ

れ
た
ふ
し
が
あ
る
。
前
年
の
九
月
に
帰
国
し
た
鴎
外
の
文
学
方
面

の
活
躍
の
場
で
あ
っ
た
両
紙
誌
が
発
行
停
止
処
分
を
受
け
る
と
、

停
止
が
解
除
さ
れ
た
際
に
鶴
外
は
六
十
七
字
の
伏
せ
字
を
含
む
強

烈
な
皮
肉
の
抗
議
文
「
読
売
新
聞
の
解
停
を
祝
す
」
（
明
治
二
二

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

年
二
一
月
二
三
日
）
を
発
表
し
た
の
で
あ
っ
た
。

　
「
舞
姫
」
が
『
国
民
之
友
』
に
発
表
さ
れ
た
の
は
あ
た
か
も
こ

の
よ
う
な
時
で
あ
っ
た
。
「
舞
姫
」
は
政
治
小
説
だ
と
は
言
わ
な

い
ま
で
も
、
そ
の
発
表
と
享
受
の
流
れ
の
底
に
は
「
精
神
的
共
同

体
」
が
紛
れ
も
な
く
前
提
と
さ
れ
て
お
り
、
山
県
有
朋
を
中
心
と

す
る
政
府
の
言
論
弾
圧
に
対
す
る
抗
議
の
念
が
、
声
に
な
ら
ぬ
声

と
し
て
作
品
の
底
に
伏
流
し
て
い
た
に
相
違
な
い
。
「
天
方
伯
」

と
い
う
記
号
が
伝
え
る
メ
ソ
セ
ー
ジ
は
、
現
代
の
我
々
が
読
み
取

る
以
上
に
複
雑
だ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。

　
前
田
愛
は
前
述
の
論
文
で
、
田
山
花
袋
の
回
想
を
引
き
な
が
ら
、

次
の
よ
う
な
貴
重
な
問
題
提
起
を
行
っ
て
い
る
。
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こ
こ
で
は
文
淵
が
花
袋
に
、
二
葉
亭
の
『
浮
雲
』
を
「
節
の

つ
い
た
お
も
し
ろ
い
調
子
」
で
朗
読
し
て
聞
か
せ
て
い
る
こ

と
に
注
意
し
た
い
。
文
淵
に
は
「
散
文
小
説
は
尚
高
座
の
講

談
の
如
き
か
。
其
情
激
揚
し
て
演
者
或
は
詩
中
の
人
と
な
る

こ
と
は
あ
れ
ど
も
、
其
性
質
た
る
到
底
談
話
の
領
域
を
脱
せ

ざ
る
を
奈
何
せ
む
」
（
「
文
学
管
見
」
）
と
い
う
よ
う
な
見
解

が
あ
り
、
明
治
二
十
六
年
に
発
表
し
た
言
文
一
致
小
説
『
若

葉
』
を
、
花
袋
に
読
ん
で
聞
か
せ
た
こ
と
が
あ
っ
た
と
い
う

　
こ
の
エ
ピ
ソ
オ
ド
は
、
ふ
つ
う
黙
読
に
よ
っ
て
『
浮
雲
』

を
読
み
慣
わ
し
て
い
る
私
た
ち
に
、
あ
る
示
唆
を
与
え
て
く

れ
る
。
『
浮
雲
』
と
い
う
作
品
は
、
高
座
で
語
ら
れ
る
人
情

噺
の
イ
キ
で
、
う
け
と
め
る
の
が
本
来
の
読
み
方
な
の
で
は

あ
る
ま
い
か
。
す
く
な
く
と
も
『
浮
雲
』
の
文
体
が
、
語
る

文
体
、
声
を
伴
っ
た
文
体
で
あ
る
こ
と
を
、
も
う
い
ち
ど
あ

ら
た
め
て
確
認
す
る
必
要
が
あ
り
は
し
な
い
か
。
（
第
5
節
）

　
「
浮
雲
」
の
み
か
「
舞
姫
」
の
文
体
が
「
声
を
伴
ウ
た
文
体
」

で
あ
っ
た
こ
と
は
、
以
上
論
じ
て
き
た
と
お
り
で
あ
る
。
し
か
し

そ
の
「
声
」
は
現
代
で
は
完
全
に
見
失
わ
れ
て
し
ま
っ
た
も
の
で

あ
る
。
「
浮
雲
」
や
「
舞
姫
」
の
「
声
」
の
喪
失
が
い
つ
頃
か
ら

始
ま
っ
た
の
か
、
ま
た
こ
の
「
声
」
は
「
浮
雲
」
以
前
に
は
ど
の

よ
う
に
保
た
れ
て
き
た
の
か
？
　
い
ず
れ
も
困
難
極
ま
る
課
題
に

は
違
い
な
い
。
「
明
治
初
期
の
一
人
称
叙
述
形
式
作
晶
リ
ス
ト
」

（
『
近
代
文
学
研
究
』
平
成
五
年
四
月
）
に
紹
介
し
た
リ
ス
ト
の
作

品
群
が
、
こ
う
し
た
角
度
か
ら
改
め
て
検
討
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
の

は
言
う
ま
で
も
な
い
。

（
1
）
小
金
井
喜
美
子
「
森
於
蒐
に
」
（
『
文
学
』
昭
和
一
一
年
六
月
）

　
年
の
暮
近
く
私
（
注
－
喜
美
子
）
が
千
住
の
家
へ
行
つ
て
居
ま

　
す
時
、
叔
父
さ
ん
が
車
で
上
野
の
家
か
ら
か
け
つ
け
て
、
私
の
居
る

　
の
を
見
て
「
来
て
居
た
の
か
丁
度
よ
か
つ
た
」
、
「
何
か
あ
つ
た
の
で

　
す
か
。
」
心
配
さ
う
な
顔
を
見
て
笑
ひ
な
が
ら
「
何
、
あ
の
舞
姫
の

　
事
を
今
度
兄
さ
ん
が
お
書
き
に
な
つ
た
か
ら
、
ま
つ
先
に
皆
に
聞
か

　
せ
て
呉
れ
と
い
ふ
お
使
ひ
に
来
た
の
で
す
よ
、
お
父
さ
ん
は
往
診
の

　
、
こ
留
守
だ
つ
て
、
じ
や
あ
あ
と
に
し
て
さ
あ
さ
あ
集
ま
つ
て
く
だ
さ

　
い
、
勧
進
帳
も
ど
き
で
読
み
あ
げ
る
か
ら
」
、
何
で
も
芝
居
掛
り
に

　
な
る
の
は
い
つ
も
の
癖
で
し
た
。

（
2
）
　
「
『
こ
こ
ろ
』
を
生
成
す
る
『
心
臓
』
」
（
『
成
城
国
文
学
』
昭
和

　
六
〇
年
三
月
）

（
3
）
　
「
ワ
ト
ソ
ン
は
背
信
者
か
」
（
『
一
二
好
行
雄
著
作
集
第
二
巻
』
所

　
収
）

（
4
）
「
舞
姫
」
（
明
治
二
三
年
二
月
）

　
　
「
舞
姫
」
の
意
匠
は
恋
愛
と
功
名
と
両
立
せ
ざ
る
人
生
の
境
遇
に
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し
て
此
境
遇
に
処
せ
し
む
る
に
小
心
な
る
臆
病
な
る
慈
悲
心
あ
る

－
勇
気
な
く
独
立
心
に
乏
し
き
一
個
の
人
物
を
以
つ
て
し
、
以
て

此
の
地
位
と
彼
の
境
遇
と
の
関
係
を
発
揮
し
た
る
も
の
な
り
。
（
中

略
）
今
本
編
の
主
人
公
太
田
な
る
も
の
は
可
憐
の
舞
姫
と
恩
愛
の
情

熱
を
断
て
り
、
無
事
の
舞
姫
に
残
忍
苛
刻
を
加
へ
た
り
、
彼
を
玩
弄

し
彼
を
狂
乱
せ
し
め
終
に
彼
を
し
て
精
神
的
に
殺
し
た
り
。
而
し
て

今
其
人
物
の
性
質
を
見
る
に
小
心
翼
々
た
る
者
な
り
、
慈
悲
に
深
く

恩
愛
の
情
に
切
な
る
者
な
り
、
「
ユ
ン
グ
フ
ロ
イ
ヒ
カ
イ
ト
」
の
尊

重
す
べ
き
を
知
る
者
な
り
、
果
し
て
然
ら
ぱ
「
真
心
の
行
為
は
性
質

の
反
照
な
り
」
と
云
へ
る
確
信
を
虚
妄
と
な
す
に
あ
ら
ざ
る
以
上
は

　
太
田
の
行
為
－
即
ち
エ
リ
ス
を
棄
て
㌧
帰
東
す
る
の
一
事
は
人
物

　
と
境
遇
と
行
為
と
の
関
係
支
離
滅
裂
な
る
も
の
と
謂
は
ざ
る
可
か
ら

　
ず
。

（
5
）
　
詳
し
く
は
拙
稿
「
『
舞
姫
」
と
言
論
統
制
」
（
『
国
語
と
国
文
学
」

　
平
成
六
年
六
月
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

《
付
記
帖
　
本
稿
は
平
成
五
年
度
近
代
文
学
会
春
季
大
会
に
お
け
る
発
表

　
を
再
考
し
、
新
た
に
立
論
し
直
し
た
も
の
で
あ
る
。
さ
ま
ざ
ま
な
御

　
意
見
を
お
寄
せ
下
さ
っ
た
方
々
に
謝
意
を
表
し
た
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
橋
大
学
講
師
）

「舞姫」の基層（43）失われた声
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