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夏
目
漱
石
の
墓
そ
の
他

雑
司
ケ
谷
の
墓
地
へ
行
っ
て
見
る
と
︑
墓
地
の
中
央
杉
と
槻
の

林
を
背
に
し
て
︑
表
に
故
人
の
法
名
に
並
べ
て
未
亡
人
の
赤
い
法

名
を
彫
り
つ
け
た
巨
大
な
石
碑
が
立
っ
て
い
る
︒
こ
れ
が
文
豪
夏

目
漱
石
の
墓
だ
︒
石
は
磨
き
の
か
か
っ
た
常
陸
産
の
花
崗
岩
︑
式

も
丁
度
人
力
車
か
︑
さ
も
な
け
れ
ば
安
楽
椅
子
に
法
名
が
腰
掛
け

て
い
る
処
を
思
わ
せ
る
よ
う
な
︑な
か
な
か
モ
ダ
ー
ン
な
も
の
だ
︒

が
︑
し
か
し
た
ま
た
ま
雑
司
ケ
谷
の
墓
地
へ
遣
っ
て
来
て
︑
故
人



6

を
弔
っ
た
人
が
︑
こ
れ
を
見
て
︑
こ
れ
が
漱
石
先
生
の
人
格
の
一

端
で
も
︑趣
味
の
一
片
で
も
代
表
し
て
い
る
も
の
だ
と
思
っ
た
ら
︑

そ
れ
は
大
き
な
間
違
い
で
あ
る
︒
あ
れ
は
勿
論
先
生
が
亡
く
な
っ

て
か
ら
遺
族
の
手
に
成
っ
た
も
の
で
︑
も
し
い
く
ら
か
で
も
趣
味

や
精
神
を
表
わ
し
て
い
る
と
す
れ
ば
︑
遺
族
の
方
々
の
そ
れ
で
あ

っ
て
︑
先
生
の
関
知
す
る
所
で
は
な
い
︒
そ
こ
か
ら
︑
一
丁
足
ら

ず
離
れ
た
所
に
島
村
抱
月
氏
の
墓
所
が
あ
る
︒
何
で
も
自
然
石
に

人
生
と
芸
術
に
関
す
る
格
言
も
し
く
は
警
句
め
い
た
︑
氏
が
生
前

の
一
句
を
彫
り
つ
け
て
あ
っ
た
よ
う
に
記
憶
す
る
が
︑
あ
れ
も
果

し
て
抱
月
氏
の
意
志
に
適
っ
た
も
の
か
何
う
か
は
分
ら
な
い
︒
し
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か
し
漱
石
先
生
の
場
合
は
そ
れ
以
上
に
先
生
と
は
関
係
の
な
い
も

の
だ
と
だ
け
は
云
い
得
ら
れ
る
の
で
あ
る
︒︒

一
体
︑
先
生
は
自
分
の
墓
を
何
う
考
え
て
い
ら
れ
た
ろ

う
？

あ
る
時
︑
一
本
の
枯
木
の
下
に
小
さ
な
円
い
自
然
石
︵
何

も
書
か
な
い
︶
を
据
え
た
も
の
を
描
い
て
︑﹁
わ
が
墓
﹂
と
題
し

て
い
ら
れ
た
の
を
見
た
こ
と
が
あ
る
︒
又
あ
る
時
﹁
お
れ
の
墓
は

広
い
野
の
末
に
土
饅
頭
で
も
盛
っ
て
︑
そ
の
上
に
円
い
石
で
も
転

が
し
て
置
い
て
く
れ
た
ら
い
い
ね
﹂
と
い
う
よ
う
な
意
味
の
こ
と

を
云
わ
れ
た
の
を
聞
い
た
よ
う
に
覚
え
て
い
る
︒
先
生
の
自
分
の

墓
に
関
す
る
感
慨
は
恐
ら
く
そ
れ
位
な
も
の
で
あ
ろ
う
︒
し
か
も
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そ
れ
は
終
に
実
行
さ
れ
な
か
っ
た
︒
又
実
行
さ
れ
な
く
と
も
仕
方

の
な
い
こ
と
か
も
知
れ
な
い
︒
思
う
に
︑
先
生
と
し
て
は
︑
そ
ん

な
事
何
う
で
も
好
か
っ
た
の
だ
︒

先
生
生
前
の
感
慨
と
し
て
は
︑
よ
く
平
凡
人
の
生
活

︱
つ
ま

り
世
間
に
名
も
聞
え
な
け
れ
ば
︑
騒
が
れ
も
し
な
い
︑
自
分
は
自

分
だ
け
の
事
を
し
て
︑
他
人
の
厄
介
に
な
ら
ず
︑
黙
々
と
し
て
生

き
て
黙
々
と
死
ん
で
行
く
と
云
っ
た
よ
う
な
︑
平
凡
人
の
生
活
を

讃
美
し
て
い
ら
れ
た

︱
さ
も
さ
も
羨
ま
し
そ
う
に
︒
こ
れ
は
既

に
世
に
立
っ
て
そ
の
名
を
謡
わ
れ
︑
又
そ
れ
だ
け
の
業
績
も
残
し

た
人
の
栄
耀
の
餅
の
皮
か
も
知
れ
な
い
︒
し
か
し
︑
先
生
が
そ
の
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一
面
に
於
て
︑﹁
門
﹂
の
中
の
宗
助
の
よ
う
な
生
活
に
心
か
ら
な

る
憧
れ
を
抱
い
て
い
ら
れ
た
こ
と
は
疑
い
も
な
い
事
実
で
あ
る
︒

私
も

︱
と
云
っ
て
︑
勿
論
先
生
の
よ
う
な
名
前
は
持
っ
て
い
な

い
が

︱
そ
れ
で
も
な
お
齢
五
十
を
越
ゆ
る
に
及
ん
で
︑
し
み
じ

み
先
生
の
気
持
ち
が
分
る
よ
う
な
気
が
し
て
来
た
︒
金
さ
え
不
自

由
し
な
か
っ
た
ら
︑
そ
し
て
つ
づ
ま
や
か
な
事
足
る
だ
け
の
生
活

を
営
む
こ
と
が
出
来
た
ら
︑
名
前
を
売
る
こ
と
な
ぞ
毫
も
必
要
と

し
な
い
︑
同
時
に
省
て
恥
ず
る
所
の
な
い
︑
隠
れ
た
平
凡
人
の
生

活
ほ
ど
羨
ま
し
い
も
の
は
な
い
︒

先
生
は
﹁
猫
﹂
以
来
諷
刺
家
皮
肉
家
を
以
て
目
さ
れ
る
よ
う
に



10

な
っ
た
︒
先
生
自
身
は
そ
ん
な
積
り
は
毫
末
も
な
か
っ
た
し
︑
又

そ
う
云
わ
れ
る
の
が
嫌
い
で
も
あ
っ
た
︒
に
も
拘
ら
ず
︑
子
供
の

時
か
ら
普
通
の
人
の
目
に
は
皮
肉
な
依
怙
地
も
の
の
よ
う
に
映
じ

て
い
た
︒
そ
れ
が
当
っ
て
い
る
か
い
な
い
か
は
知
ら
な
い
︒
私
は

た
だ
自
分
と
先
生
の
間
に
起
っ
た
二
三
の
問
答
を
掲
げ
て
置
き
た

い
︒一

日
私
は
先
生
と
一
緒
に
風
呂
に
這
入
っ
た
︒
そ
の
当
時
私
は

或
事
件
の
た
め
に
社
会
的
に
葬
ら
れ
よ
う
と
し
て
い
た
か
ら
︑
か

な
り
憂
鬱
な
気
持
に
な
っ
て
い
た
︒
そ
し
て
︑
二
人
と
も
生
れ
た

ま
ま
の
真
裸
体
に
な
っ
て
い
た
の
で
︑
不
図
﹁
先
生
！
﹂
と
呼
び
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か
け
た
︑﹁
先
生
は
何
う
で
す
か
︒
神
様
が
も
う
一
度
こ
の
世
へ

生
れ
返
さ
せ
て
や
る
と
云
っ
た
ら
︑
生
れ
代
っ
て
い
ら
っ
し
ゃ
い

ま
す
か
︑
そ
れ
と
も
お
断
り
に
な
り
ま
す
か
﹂
と
訊
ね
た
も
の
だ
︒

先
生
は
湯
槽
に
腰
掛
け
た
ま
ま
︑
し
ば
ら
く
臍
の
上
を
平
手
で
ぴ

ち
ゃ
ぴ
ち
ゃ
叩
い
て
い
ら
れ
た
が
﹁
そ
う
だ
ね
︑
神
様
が
今
度
の

世
に
は
こ
の
胃
病
を
直
し
て
や
る
と
約
束
し
て
く
れ
た
ら
︑
俺
は

喜
ん
で
も
う
一
度
生
れ
代
っ
て
来
る
よ
﹂
と
︒
私
は
啞
然
と
し
て

答
え
る
所
を
知
ら
な
か
っ
た
︒
も
う
一
つ
︑
こ
れ
も
そ
れ
か
ら
間

も
な
い
時
分
の
話
だ
︒
私
は
先
生
に
向
っ
て
︑﹁
人
間
も
子
を
生

ま
な
い
間
は
︑
先
祖
か
ら
受
け
継
い
だ
生
命
の
流
れ
を
自
分
の
手
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に
握
っ
て
い
る
︒
自
分
一
代
で
こ
の
流
れ
を
中
断
し
よ
う
と
思
え

ば
︑
そ
れ
も
自
由
だ
︒
し
か
し
一
旦
子
を
生
ん
で
し
ま
え
ば
︑
も

う
何
う
す
る
こ
と
も
出
来
な
い
︒
子
か
ら
孫
へ
と
自
分
の
生
命
が

つ
づ
い
て
︑
世
界
終
末
の
日
に
出
遭
う
か
も
知
れ
な
い
が
︑
そ
れ

で
も
手
を
束
ね
て
見
て
い
る
外
な
い
︒
恐
ろ
し
い
こ
と
だ
！
﹂
と

云
っ
て
見
た
︒
す
る
と
︑
先
生
の
い
わ
く
︑﹁
俺
は
君
の
よ
う
な

セ
ン
チ
メ
ン
タ
ル
な
哲
学
を
持
っ
て
い
な
い
︒
そ
ん
な
事
を
心
配

し
た
日
に
は
︑
自
分
の
ひ
っ
た
糞
の
行
末
迄
心
配
し
な
け
れ
ば
な

、
、
、

ら
な
い
︒
自
分
の
糞
が
畑
に
か
け
ら
れ
て
︑
蕪
青
に
な
っ
て
︑
そ

れ
か
ら
又
他
人
に
喰
わ
れ
て
︑
未
来
永
劫
︑
世
界
終
末
の
日
迄
つ
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づ
く
じ
ゃ
な
い
か
﹂
と
︒
私
は
学
校
を
出
た
当
座
の
こ
と
と
て
︑

哲
学
概
論
で
教
わ
っ
た
︑
ヘ
ー
ゲ
ル
の
所
謂
弁
証
法
な
る
も
の
を

覚
え
て
い
た
︒
そ
こ
で
︑﹁
ど
う
も
先
生
は
ヘ
ー
ゲ
リ
ヤ
ン
で
困

る
﹂
と
云
っ
た
︑﹁
僕
が
何
と
か
云
っ
て
一
つ
の
対
当
を
提
出
す

セ
ー
シ
ス

れ
ば
︑
そ
れ
に
対
し
て
直
ぐ
に
反
対
対
当
を
立
て
ら
れ
る
︒
嘗
て

ア
ン
チ
セ
ー
シ
ス

う
む
︑
そ
う
か
と
云
わ
れ
た
例
が
な
い
︒
世
間
で
旋
毛
曲
り
の
よ

、
、

、
、
、

つ
む
じ

う
に
云
わ
れ
る
の
も
故
あ
る
か
な
︒﹂
先
生
の
い
わ
く
︑﹁
馬
鹿

云
え
︑
俺
の
旋
毛
は
真
直
だ
︒
真
理
は
そ
の
中
庸
に
あ
る
︒
反
対

ア
ン
チ

対
当
が
気
に
入
ら
な
か
っ
た
ら
そ
れ
を
綜
合
し
て
綜
合
真
理
を
求

セ
ー
シ
ス

シ
ン
セ
ー
シ
ス

め
た
ら
い
い
じ
ゃ
な
い
か
﹂
と
︒
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近
頃
唯
物
的
弁
証
法
な
る
も
の
が
流
行
っ
て
来
た
︒
そ
れ
に
件

れ
て
︑
夏
目
漱
石
を
今
日
に
生
か
し
て
置
い
た
ら
と
い
う
よ
う
な

こ
と
を
興
味
を
持
っ
て
聞
く
人
が
あ
る
︒
先
生
は
徹
底
し
た
唯
物

論
者
で
は
あ
っ
た
︒
乍
併
私
ど
も
の
聞
い
た
範
囲
で
は
︑﹁
金

し
か
し
な
が
ら

は
過
去
の
努
力
の
象
徴
で
あ
る
︒
敢
て
卑
し
む
べ
き
で
な
い
﹂
と

か
︒﹁
株
で
儲
け
た
よ
う
な
浮
い
た
金
と
︑
吾
々
の
汗
と
労
力
と

で
得
た
金
と
は
紙
幣
の
色
で
も
違
え
て
置
い
て
貰
い
た
い
も
の
だ

ね
﹂
と
い
っ
た
よ
う
な
︑
極
め
て
ナ
イ
ー
ブ
な
二
三
の
見
解
を
口

に
さ
れ
た
に
留
ま
る
︒﹁
心
﹂
の
巻
末
で
も
自
白
し
て
い
ら
れ
る

通
り
︑
晩
年
の
先
生
は
過
去
の
明
治
時
代
の
作
家
を
以
て
任
じ
て
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い
ら
れ
た
︒
恐
ら
く
は
先
生
の
蝕
ま
れ
た
健
康
が
そ
う
さ
せ
た
の

で
も
あ
ろ
う
︒
健
康
な
夏
目
漱
石
を
考
え
る
こ
と
は
︑
実
際
あ
っ

た
漱
石
を
差
措
い
て
︑
別
の
漱
石
を
考
え
る
こ
と
で
あ
る
︒

平
田
禿
木
先
生
の
引
込
思
案

漱
石
先
生
の
歿
後
︑
最
も
漱
石
ら
し
い
︑
も
し
く
は
漱
石
に
近

い
素
質
を
持
っ
た
人
物
を
挙
げ
よ
と
云
わ
れ
る
な
ら
︑
勿
論
私
一

個
の
所
見
じ
ゃ
あ
る
が
︑
直
ち
に
平
田
禿
木
先
生
を
指
名
す
る
こ

と
を
躊
躇
し
な
い
︒第
一
に
わ
が
禿
木
先
生
は
江
戸
っ
子
で
あ
る
︒
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そ
れ
か
ら
漱
石
歿
後
そ
の
英
文
学
に
於
け
る
造
詣
に
於
て
︑
一
あ

っ
て
二
な
き
わ
が
国
の
権
威
で
あ
る
こ
と
は
︑
誰
し
も
異
存
の
な

い
所
で
あ
ろ
う
︒
最
後
に
先
生
は
敏
感
で
神
経
質
で
︑
機
智
縦
横

で
あ
る
︒
そ
れ
で
い
て
先
生
に
﹁
猫
﹂
は
書
け
な
い
︑
書
け
な
い

筈
は
な
い
よ
う
に
見
え
て
書
け
な
い
︒
他
で
も
な
い
︑
先
生
は
稀

れ
に
見
る
は
に
か
み
や
で
︑
殆
ど
病
的
と
云
っ
て
も
い
い
位
の
引

、
、
、
、
、

込
み
思
案
だ
か
ら
で
あ
る
︒
そ
の
引
込
み
思
案
が
祟
っ
て
︑
折
角

持
っ
て
生
れ
た
機
智
も
縦
横
に
は
振
わ
れ
な
い
︒
こ
の
人
に
し
て

こ
の
病
あ
り
矣
︒
こ
れ
に
幾
分
の
図
迂
々
々
し
さ
を
加
味
し
た
ら

ず

う

と
は
︑
先
生
を
知
る
程
の
者
の
等
し
く
痛
感
す
る
所
で
あ
る
︒
こ



17

う
な
る
と
︑
図
迂
々
々
し
さ
も
一
種
の
天
分
に
は
相
違
な
い
︒
世

に
は
臆
面
の
な
い
だ
け
で
持
て
て
い
る
文
壇
人
も
幾
許
も
あ
る
ん

だ
か
ら
︒

嘗
て
友
人
上
田
柳
村
先
生
の
濃
艶
な
文
体
を
評
し
て
︑﹁
色
の

白
い
は
七
難
隠
す
と
云
い
ま
す
か
ら
ね
﹂
と
︑
含
羞
み
な
が
ら
云

わ
れ
た
の
は
︑
先
生
一
代
の
思
い
切
っ
た
皮
肉
で
あ
っ
た
︒
先
生

に
は
た
だ
胡
座
を
掻
か
せ
さ
え
す
れ
ば
い
い
︒
多
少
胡
座
を
掻
か

れ
た
ら
し
く
見
え
る
も
の
に
︑﹁
新
英
米
文
学
﹂
八
月
号
の
﹁
女

流
作
家
に
つ
い
て
﹂
が
あ
る
︒
勿
旨
小
品
じ
ゃ
あ
る
が
︒
市
川
粂

八
の
団
十
郎
張
り
か
ら
扱
き
下
ろ
し
て
︑
一
体
女
は
男
の
作
家
を
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張
り
た
が
る
も
の
だ
と
云
う
の
で
︑
そ
の
方
の
御
大
ヂ
ョ
ー
ジ
・

、
、

エ
リ
オ
ッ
ト
以
下
大
小
女
流
作
家
を
総
舐
め
に
し
た
処
︑
全
く
三

斗
の
溜
飲
を
下
げ
る
に
足
る
も
の
だ
︒
し
か
も
外
国
の
作
家
に
つ

い
て
こ
れ
し
き
の
事
す
ら
確
信
を
以
て
云
う
だ
け
の
識
見
を
有
す

る
も
の
︑
今
の
処
先
生
の
外
に
は
一
寸
見
当
ら
な
い
︒

畸
人
内
田
百
閒
君

漱
石
先
生
の
所
謂
門
下
生
の
中
で
︑
先
生
自
ら
が
生
前
ひ
そ
か

に
畏
敬
し
て
い
ら
れ
た
の
は
︑
恐
ら
く
寺
田
︵
吉
村
冬
彦
︶
さ
ん
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位
な
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
︒
或
い
は
寺
田
さ
ん
一
人
だ
と
云
い
切

っ
た
方
が
い
い
か
も
知
れ
な
い
︒
こ
の
人
に
は
何
処
か

︱
勿
論

全
体
と
し
て
で
は
な
い
が

︱
そ
の
人
柄
に
漱
石
以
上
と
思
わ
れ

る
も
の
が
あ
る
︒
し
か
し
今
逸
話
で
そ
の
横
顔
を
描
い
て
見
よ
う

と
す
る
と
︑
あ
ま
り
に
平
穏
無
事
な
憾
み
が
な
い
で
も
な
い
︒
そ

こ
へ
行
く
と
︑
鈴
木
三
重
吉
君
は
多
事
だ
︒
し
か
も
︑
い
ざ
書
こ

う
と
す
る
と
︑
何
に
も
書
く
こ
と
が
な
い
︒
三
重
吉
自
身
語
れ
ば
︑

凡
て
が
詩
に
な
っ
て
い
る
︒
そ
れ
で
い
て
︑
他
人
が
書
い
た
の
で

は
一
向
面
白
く
な
い
︒
つ
ま
り
鈴
木
君
に
は
私
の
よ
う
に
間
の
抜

け
た
︑
と
ぼ
け
た
所
が
な
い
か
ら
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
︒
そ
こ
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で
著
名
の
文
壇
人
と
は
云
わ
れ
な
い
か
も
知
れ
ぬ
が
︑
已
む
な
く

拾
い
上
げ
た
の
が
内
田
百
閒
君
で
あ
る
︒

内
田
君
が
そ
の
著
﹁
冥
途
﹂
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
︑
夢
幻
的
な
︑

凝
っ
た
美
文
家
で
あ
る
こ
と
は
︑
今
こ
こ
に
紹
介
し
よ
う
と
は
思

わ
な
い
︒
私
が
紹
介
し
よ
う
と
す
る
の
は
︑
そ
の
奇
智
縦
横
︑
岡

山
県
人
ら
し
く
才
は
じ
け
て
い
て
︑
し
か
も
何
処
か
抜
け
た
所
の

あ
る
︑
つ
ま
り
畸
人
伝
中
の
一
人
と
し
て
で
あ
る
︒
読
者
は
先
ず

彼
が
死
ん
だ
芥
川
龍
之
介
君
を
し
て
︑﹁
ど
う
も
近
頃
の
君
を
見

る
と
恐
い
︑
眼
の
色
が
違
っ
て
い
る
︒
そ
れ
よ
り
も
始
終
山
高
帽

子
を
被
っ
て
る
の
が
変
だ
︒
二
重
橋
か
ら
直
訴
の
奉
書
を
持
っ
て
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駈
け
込
む
連
中
は
大
抵
山
高
帽
子
を
被
っ
て
い
ま
す
か
ら
ね
﹂と
︑

兢
々
と
し
て
恐
れ
し
め
た
当
事
者
で
あ
る
こ
と
を
想
い
出
し
て
頂

き
た
い
︒

し
か
し
そ
れ
は
芥
川
君
の
杞
憂
で
あ
っ
た
︒
彼
は
決
し
て
狂
人

で
は
な
い
︒
た
だ
所
謂
﹁
財
界
の
名
士
﹂
で
︑
私
ど
も
の
仲
間
の

借
金
王
で
あ
る
︒
若
し
く
は
あ
っ
た
に
過
ぎ
な
い
︒
そ
の
時
分
の

こ
と
︑
彼
は
索
乱
せ
る
一
家
の
財
政
を
整
理
す
る
目
的
で
︑
金
一

万
円
を
調
達
す
る
た
め
に
郷
里
岡
山
に
向
っ
た
が
︑
土
地
一
流
の

旅
館
三
好
野
華
壇
に
陣
取
っ
た
︒
す
る
と
︑
因
業
な
叔
父
が
そ
れ

と
知
っ
て
︑﹁
借
金
を
し
に
来
て
︑
あ
ん
な
上
等
な
旅
館
に
泊
る
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奴
が
あ
る
か
﹂
と
ば
か
り
︑
そ
れ
を
口
実
に
し
て
︑
終
に
そ
の
金

を
貸
し
て
く
れ
な
か
っ
た
と
い
う
︒
が
︑
そ
ん
な
事
は
彼
に
あ
っ

て
は
何
で
も
な
い
︒
僅
か
に
十
円
の
金
を
借
り
る
た
め
に
︑
わ
ざ

わ
ざ
鎌
倉
に
い
る
私
の
許
ま
で
二
等
の
汽
車
に
乗
っ
て
︑
自
動
車

で
乗
り
つ
け
て
︑
主
人
と
一
緒
に
酒
を
飲
ん
で
︑
そ
の
晩
は
一
泊

し
た
上
︑
明
く
る
朝
十
円
持
っ
て
帰
っ
て
行
く
︒
大
半
は
汽
車
賃

と
自
動
車
代
に
消
え
て
い
る
の
だ
︒
ど
う
も
娯
し
み
に
借
金
し
て

る
の
だ
と
し
か
思
わ
れ
な
い
︒

私
が
法
政
の
英
語
の
教
師
に
な
っ
た
時
︑﹁
あ
な
た
は
教
場
で

間
違
い
を
教
え
て
︑
そ
れ
と
気
附
い
た
時
後
か
ら
訂
正
す
る
か
﹂
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と
訊
く
か
ら
︑﹁
そ
り
ゃ
勿
論
訂
正
す
る
さ
﹂
と
答
え
る
と
︑﹁
そ

り
ゃ
あ
な
た
が
新
米
の
教
師
だ
か
ら
で
す
よ
︒
抑
も
生
徒
と
い
う

も
の
は
︑
正
し
い
事
を
教
え
て
も
︑
な
か
な
か
覚
え
て
く
れ
る
も

の
で
な
い
︒
況
ん
や
嘘
を
や
︑
間
違
い
を
や
︒
従
っ
て
教
師
た
る

も
の
は
︑
ど
ん
な
嘘
を
教
え
て
も
︑
無
益
に
し
て
且
無
害
で
あ
る
︒

然
る
に
自
分
が
一
つ
間
違
い
を
教
え
た
か
ら
と
云
っ
て
︑
そ
れ
が

直
ち
に
生
徒
に
害
毒
を
流
す
よ
う
に
考
え
る
の
は
︑
甚
し
い
自
惚

れ
だ
﹂
と
云
っ
て
︑
私
を
驚
か
せ
た
の
も
こ
の
人
で
あ
る
︒

が
︑
要
す
る
に
内
田
君
は
ア
ナ
ク
ロ
ニ
ズ
ム
の
存
在
だ
︒
彼
は

そ
の
文
章
で
も
分
る
通
り
凝
り
性
で
あ
る
︒
あ
れ
だ
け
の
奇
智
と
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才
と
を
持
ち
な
が
ら
︑
惜
し
い
こ
と
に
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク

な
天
分
が
な
い
︒
従
っ
て
一
文
の
金
に
も
な
ら
な
い
︒
一
生
貧
乏

す
る
よ
う
に
出
来
て
い
る
︒

芥
川
龍
之
介
の
恐
怖
病

芥
川
君
は
︑
内
田
君
の
山
高
帽
子
の
外
に
も
︑
晩
年
い
ろ
ん
な

物
を
怖
が
っ
て
い
た
︒
或
い
は
ど
う
か
し
た
機
み
か
ら
︑
怖
い
怖

い
と
云
う
の
が
口
癖
に
な
っ
た
の
か
も
知
れ
な
い
︒
同
君
が
犬
を

恐
れ
た
話
は
有
名
な
も
の
だ
︒
又
日
常
生
活
の
偶
と
し
た
所
に
潜

ふ
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ん
で
い
る
神
秘
と
い
う
よ
う
な
も
の
に
対
し
て
も
︑
非
常
に
尖
鋭

な
恐
怖
を
感
じ
た
も
の
ら
し
い
︒
よ
く
﹁
こ
の
壁
の
色
は
怖
い
よ
﹂

と
か
︑﹁
あ
の
枝
の
動
き
工
合
は
変
だ
よ
﹂
と
か
︑﹁
昨
夜
い
や

な
蛾
が
飛
ん
で
来
た
﹂
と
か
云
っ
て
は
︑
無
気
味
な
顔
を
し
て
見

せ
た
︒
村
上
鬼
城
氏
の
俳
句
だ
の
︑
内
田
百
閒
君
の
短
篇
だ
の
を

特
に
推
賞
し
て
い
た
の
も
︑
そ
う
云
う
気
持
に
共
鳴
す
る
点
が
あ

っ
た
か
ら
だ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
︒
内
田
君
の
山
高
帽
に
無
暗
に
拘

泥
し
て
︑﹁
山
高
帽
子
は
怖
い
よ
︒
そ
ん
な
物
を
被
っ
て
来
て
︑

僕
を
お
ど
か
す
ん
じ
ゃ
な
い
か
︒
そ
れ
だ
け
は
廃
し
て
く
れ
た
ま

え
﹂
な
ぞ
と
云
い
出
し
た
の
も
そ
の
時
分
の
こ
と
ら
し
い
︒
私
は
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そ
の
話
を
内
田
君
か
ら
聞
い
て
︑﹁
君
︑
そ
り
ゃ
ど
っ
ち
が
狂
人

だ
か
分
ら
な
い
ぞ
︒
だ
が
︑
そ
い
つ
は
小
説
に
な
る
ね
︒
芥
川
を

狂
人
で
な
く
す
れ
ば
︑
君
が
狂
人
に
な
る
︒
又
君
を
狂
人
で
な
く

す
る
た
め
に
は
︑
芥
川
が
狂
人
に
な
ら
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
︒
両

方
で
相
手
を
狂
人
だ
と
思
っ
て
︑
両
方
で
怖
が
っ
て
い
る
テ
ー
マ

は
面
白
い
じ
ゃ
な
い
か
︒
一
つ
ア
ン
ド
レ
ー
エ
フ
の
﹁
心
﹂
の
真

似
を
し
て
や
っ
て
見
る
ん
だ
ね
﹂
と
戯
談
に
勧
め
た
も
の
だ
︒
芥

川
君
の
死
後
︑
内
田
君
は
そ
れ
を
実
行
し
て
︑﹁
山
高
帽
子
﹂
を

書
い
た
︒

こ
れ
は
大
分
以
前
の
話
だ
が
︑
芥
川
君
が
ま
だ
横
須
賀
の
海
軍
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機
関
学
校
の
教
官
を
し
て
い
た
頃
︑
同
じ
学
校
の
同
じ
教
官
を
し

て
い
た
内
田
君
が
田
端
の
家
を
訪
ね
て
行
っ
た
ら
︑
す
ぐ
に
二
階

の
書
斎
に
通
さ
れ
た
︒
芥
川
君
は
機
関
学
校
時
代
鎌
倉
に
寓
居
し

て
い
た
筈
だ
か
ら
︑
こ
れ
は
多
分
休
暇
か
何
か
で
東
京
に
帰
っ
て

い
た
も
の
で
あ
ろ
う
︒
内
田
君
が
二
階
で
待
っ
て
い
る
と
︑
何
と

な
く
階
下
の
気
配
が
平
常
と
違
っ
て
い
る
︒
妙
だ
な
と
思
い
な
が

ら
待
っ
て
い
る
と
︑
も
う
夕
方
近
く
座
敷
の
中
が
仄
暗
く
な
り
か

け
た
と
こ
ろ
へ
︑
階
子
段
に
さ
や
さ
や
と
衣
ず
れ
の
音
が
し
て
︑

そ
こ
へ
上
が
っ
て
来
た
の
が
当
の
芥
川
君
だ
︒
同
君
は
紋
附
の
重

ね
着
に
袴
を
つ
け
て
︑
白
足
袋
を
穿
い
て
︑
常
よ
り
も
一
層
長
い
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顔
を
し
て
い
た
︒

﹁
何
う
し
た
ん
だ
？
﹂
と
︑
百
閒
君
が
吃
驚
し
て
訊
い
た
︒

﹁
何
う
も
し
な
い
け
れ
ど
︒
こ
れ
か
ら
結
婚
式
に
行
く
ん
だ
よ
︒﹂

﹁
だ
れ
の
？
﹂

﹁
僕
の
さ
︒﹂

﹁
今
晩
は
御
婚
礼
な
の
か
︒﹂

﹁
そ
う
な
ん
だ
よ
︒
そ
れ
だ
か
ら
︑
お
待
た
せ
し
て
失
敬
し
ち
ゃ

っ
た
︒﹂

こ
れ
に
は
物
に
動
ぜ
ぬ
内
田
君
も
︑
大
分
驚
い
た
ら
し
い
︒
そ

れ
か
ら
十
何
年
の
後
︑
芥
川
君
が
自
殺
す
る
二
三
日
前
に
内
田
君
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の
会
っ
た
時
︑
芥
川
君
は
︑
自
分
か
ら
こ
の
時
の
話
を
持
ち
出
し

て
︑﹁
そ
う
そ
う
︑
そ
ん
な
事
が
あ
っ
た
ね
え
︒
あ
の
時
の
君
の

不
思
議
な
顔
を
今
で
も
覚
え
て
い
る
よ
﹂
と
云
っ
て
︑
何
と
な
く

往
時
を
懐
か
し
が
っ
て
い
た
と
聞
く
︒

芥
川
君
は
多
く
の
場
合
︑来
客
を
そ
の
二
階
の
書
斎
に
通
し
た
︒

書
斎
の
前
に
廊
下
が
あ
っ
て
︒
そ
こ
に
立
つ
と
下
の
庭
が
見
下
ろ

さ
れ
る
︒
心
な
き
客
は
︑
そ
の
欄
干
に
靠
れ
て
︑
よ
く
巻
莨
の
吸

殼
を
庭
の
青
苔
の
上
に
投
げ
捨
て
た
も
の
だ
︒
芥
川
君
は
そ
れ
を

非
常
に
気
に
し
て
い
た
︒

﹁
そ
ん
な
客
に
は
︑
も
う
帰
っ
て
く
れ
と
云
い
た
い
の
だ
が
︑
ま
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さ
か
そ
う
も
云
わ
れ
な
い
し
︑
癪
に
さ
わ
っ
て
し
ま
う
﹂
と
︑
好

く
こ
ぼ
し
こ
ぼ
し
し
て
い
た
そ
う
な
︒

同
君
の
訃
を
聞
い
て
駈
け
つ
け
た
弔
問
の
客
は
︑
二
階
の
書
斎

に
集
ま
っ
て
い
た
︒
暑
い
時
分
な
の
で
︑
座
敷
の
中
に
い
る
者
よ

り
は
︑
廊
下
に
立
っ
て
い
る
者
の
方
が
多
か
っ
た
︒
そ
れ
等
の
客

の
中
に
は
︑
無
遠
慮
に
吸
殼
を
下
の
庭
に
投
げ
捨
て
る
者
も
あ
っ

た
︒
下
を
覗
い
て
見
る
と
︑
美
し
い
青
苔
の
上
に
は
︑
数
え
切
れ

な
い
程
の
吸
殼
が
乱
雑
に
散
ら
か
っ
て
い
た
︒
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佐
藤
春
夫
君
の
顔

私
と
佐
藤
春
夫
君
と
は
︑
同
君
が
最
初
の
出
京
以
来
の
知
合
だ

か
ら
随
分
古
い
も
の
だ
が
︑
二
三
年
前
同
君
が
法
政
大
学
に
来
る

よ
う
に
な
っ
て
か
ら
屢
々
学
校
で
顔
を
合
わ
せ
る
機
会
を
生
じ

た
︒
佐
藤
君
は
学
校
で
﹁
文
話
﹂
と
い
う
も
の
を
受
け
持
っ
て
い

る
︒﹁
文
話
﹂
と
い
う
の
は
︑
何
ん
な
事
を
話
す
の
だ
か
︑
聞
い

た
こ
と
が
な
い
か
ら
分
ら
な
い
が
︑
多
分
文
章
上
の
話
か
︑
或
い

は
極
く
一
般
の
文
学
談
と
い
う
よ
う
な
も
の
に
違
い
な
い
︒
初
め

の
間
は
︑﹁
文
話
﹂
の
外
に
作
文
も
受
け
持
っ
て
い
て
く
れ
た
け
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れ
ど
︑
今
は
﹁
文
話
﹂
だ
け
で
︑
一
学
期
に
何
回
と
数
え
る
程
し

か
学
校
に
出
て
来
な
い
︒
し
か
し
︑
そ
の
何
回
か
や
っ
て
来
る
時

の
佐
藤
君
の
顔
と
い
う
も
の
が
実
に
大
変
な
も
の
だ
︒
放
課
時
間

の
教
授
室
で
は
︑
好
い
年
を
し
た
教
員
連
が
他
愛
も
な
い
こ
と
を

話
し
合
っ
て
︑
面
白
そ
う
に
興
じ
て
い
る
︒
自
分
は
︑
他
の
学
校

の
掛
け
持
ち
を
し
た
こ
と
が
な
い
か
ら
︑
他
校
の
事
は
丸
で
知
ら

な
い
が
︑
方
々
で
稼
い
で
い
る
同
僚
の
話
を
聞
く
と
︑
こ
の
学
校

程
教
授
室
の
呑
気
な
面
白
い
と
こ
ろ
は
な
い
と
云
う
話
だ
︒
時
に

據
る
と
︑
給
仕
ま
で
が
み
ん
な
の
話
に
捲
き
込
ま
れ
て
︑
お
茶
の

盆
を
手
に
持
っ
た
ま
ま
立
ち
往
生
す
る
こ
と
も
あ
る
︒
そ
う
云
う
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中
へ
︑
佐
藤
春
夫
君
が
む
っ
と
し
て
這
入
っ
て
来
る
︒
学
校
に
来

、
、

る
時
は
︑
い
つ
も
和
服
だ
︒
極
ま
っ
て
フ
ェ
ル
ト
草
履
を
穿
い
て

い
る
︒入
口
の
衝
立
の
陰
か
ら
音
も
な
く
現
わ
れ
て
出
る
ん
だ
が
︑

人
の
顔
を
見
て
も
︑
に
こ
り
と
も
し
な
い
︒
怒
っ
た
よ
う
な
︑
気

の
脱
け
た
よ
う
な
︑
寒
気
立
っ
た
よ
う
な
︑
妙
に
膨
れ
た
把
握
す

べ
か
ら
ざ
る
相
貌
で
あ
る
︒た
ま
に
来
て
く
れ
る
人
で
は
あ
る
し
︑

、
、

知
合
も
少
な
い
こ
と
だ
か
ら
︑
自
分
が
気
が
附
い
て
お
愛
想
の
つ

も
り
で
︑﹁
ま
あ
︑
こ
っ
ち
へ
入
ら
っ
し
ゃ
い
﹂
と
で
も
云
え
ば
︑

同
君
は
黙
っ
て
這
入
っ
て
来
る
︒
近
来
少
し
脚
を
痛
め
て
い
る
ら

し
い
が
︑
そ
の
不
自
由
ら
し
い
歩
き
振
り
が
益
々
同
君
の
不
機
嫌
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な
表
情
の
印
象
を
強
め
る
の
だ
︒

﹁
ど
う
し
ま
し
た
？

妙
な
顔
を
し
て
い
ま
す
ね
？
﹂
と
自
分
は

聞
い
て
見
た
︒

﹁
い
や
﹂
と
同
君
は
退
儀
そ
う
に
云
う
の
だ
︒﹁
ど
う
も
し
ま
せ

ん
︒﹂

﹁
だ
が
︑
ど
う
も
妙
な
顔
を
し
て
る
じ
ゃ
な
い
か
︒﹂

﹁
い
や
︒
ど
う
も
し
ま
せ
ん
︒﹂

そ
れ
切
り
で
︑
に
こ
り
と
も
し
な
い
︒
学
校
へ
出
て
来
る
の
が
︑

あ
ん
な
顔
を
す
る
程
い
や
な
わ
け
で
も
あ
る
ま
い
し
︑
又
い
や
な

も
の
を
無
理
に
出
て
来
け
れ
ば
な
ら
ぬ
よ
う
な
同
君
の
身
上
で
は
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な
い
︒
い
や
︑
そ
れ
ど
こ
ろ
か
︑
同
君
は
法
政
大
学
に
来
る
の
が

好
き
だ
と
も
聞
く
︒
と
云
っ
て
︑
み
ん
な
を
馬
鹿
に
し
て
︑
わ
ざ

わ
ざ
そ
ん
な
顔
を
し
て
見
せ
る
よ
う
な
同
君
で
な
い
こ
と
は
︑
長

い
附
き
合
い
か
ら
自
分
が
保
証
し
て
も
い
い
︒
又
昔
は
あ
ん
な
気

む
ず
か
し
い
顔
を
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
も
自
分
は
承
知
し
て
い

る
︒
で
は
︑
何
う
し
て
最
近
あ
ん
な
顔
を
し
て
い
る
の
か

︱
そ

れ
は
分
ら
な
い
︒
分
ら
な
い
が
︑
兎
に
角
傍
の
者
に
気
を
揉
ま
せ

る
顔
だ
︒
失
礼
を
顧
ず
し
て
云
え
ば
︑﹁
オ
ナ
ニ
イ
の
後
を
思
わ

せ
る
よ
う
な
﹂
と
も
形
容
し
た
い
︒
精
神
的
オ
ナ
ニ
イ
の
結

晶
！

が
︑
し
か
し
自
分
は
同
君
の
内
部
生
活
に
立
ち
入
る
程
︑
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深
く
同
君
を
知
る
問
柄
で
は
な
い
︒

同
君
と
同
棲
し
た
人
︑
も
し
く
は
同
君
と
結
婚
し
た
人
と
は
︑

自
分
は
不
思
議
に
一
度
ず
つ
会
っ
て
い
る
︒
今
度
の
人
と
も
何
時

か
又
相
識
る
機
会
が
与
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
︒

矢
崎
嵯
峨
の
舎
氏
と
蚤

私
は
嵯
峨
の
舎
お
む
ろ
氏
の
﹁
初
恋
﹂
を
子
供
の
時
に
読
ん
だ
︒

そ
れ
以
来
名
前
だ
け
は
忘
れ
な
い
が
︑
氏
と
は
未
だ
一
度
の
面
識

も
な
い
︒
た
だ
同
氏
は
数
年
前
ま
で
陸
軍
士
官
学
校
に
教
授
を
し
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て
い
ら
れ
た
の
で
︑そ
の
間
の
消
息
は
時
折
友
人
か
ら
伝
聞
し
た
︒

同
氏
は
長
い
間
士
官
学
校
で
露
語
の
教
官
を
し
て
い
ら
れ
た

が
︑
露
語
科
の
同
僚
に
は
︑
最
近
に
勇
退
し
た
昇
曙
夢
君
な
ど
も

あ
っ
た
︒
外
人
講
師
は
︑
矢
崎
氏
の
勇
退
せ
ら
れ
る
前
迄
は
︑
ト

ド
ロ
ヰ
ッ
チ
氏
で
あ
っ
た
と
聞
く
︒
矢
崎
氏
は
い
か
に
も
時
代
離

れ
の
し
た
︑
寧
ろ
年
寄
じ
み
た
風
貌
で
︑
頸
の
カ
ラ
ー
の
周
り
か

ら
太
い
黒
紐
を
胸
に
垂
ら
し
て
︑
そ
の
端
に
財
布
を
吊
る
し
て
い

る
と
い
っ
た
よ
う
な
村
夫
子
然
た
る
様
子
を
し
て
い
た
︒
尖
の
下

が
っ
た
口
髭
も
貧
乏
た
ら
し
く
︑
無
精
に
髪
を
伸
ば
し
て
︑
少
し

前
屈
み
で
︑
何
処
か
よ
ぼ
よ
ぼ
し
た
感
じ
で
あ
っ
た
︒
そ
の
矢
崎
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氏
が
︑
ト
ド
ロ
ヰ
ッ
チ
氏
と
流
暢
な
露
語
で
話
し
を
し
て
い
ら
れ

る
の
を
聞
く
と
︑
同
氏
の
文
学
史
上
の
地
位
や
閲
歴
を
知
ら
な
い

若
い
教
官
連
は
目
を
見
張
っ
て
驚
い
た
も
の
だ
そ
う
な
︒
学
校
で

教
え
る
教
程
は
無
論
安
易
な
程
度
の
も
の
に
相
違
あ
る
ま
い
が
︑

同
氏
の
露
語
の
蘊
蓄
と
実
力
は
︑陸
軍
の
教
育
総
監
部
内
に
於
て
︑

随
一
と
せ
ら
れ
て
い
た
︒

そ
れ
で
い
て
︑
同
氏
は
陸
軍
で
厚
遇
せ
ら
れ
た
と
も
云
わ
れ
な

い
︒
勇
退
の
時
は
ど
の
位
に
昇
進
せ
ら
れ
た
か
知
ら
な
い
が
︑
そ

の
前
は
長
い
間
高
等
官
七
等
か
ら
六
等
で
あ
っ
た
︒
当
時
︑
士
官

学
校
に
は
日
直
と
云
う
勤
務
が
あ
っ
て
︑語
学
教
官
部
の
中
か
ら
︑
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高
等
官
六
等
以
下
の
者
が
︑
毎
日
一
名
ず
つ
後
に
残
っ
て
︑
そ
の

日
の
命
令
な
り
急
の
授
案
繰
代
え
な
り
を
︑
部
内
の
者
に
伝
達
す

る
︒
授
業
は
午
前
中
に
終
る
か
ら
︑
終
っ
た
ら
み
ん
な
帰
っ
て
し

ま
う
︒
日
直
は
一
般
の
勤
務
時
間
の
午
後
三
時
又
は
四
時
迄
居
残

る
の
で
あ
る
︒
し
か
し
大
概
の
者
は
︑
そ
の
時
間
ま
で
い
な
い
で

好
い
加
減
な
時
刻
に
な
る
と
︑
副
官
の
許
へ
別
に
用
事
は
な
い
か

と
聞
き
に
行
っ
て
︑
な
い
と
云
え
ば
︑
直
ぐ
帰
っ
て
し
ま
う
の
が

常
で
あ
っ
た
︒
然
る
に
矢
崎
氏
は
い
つ
で
も
規
定
の
時
間
迄
ち
ゃ

ん
と
居
残
っ
て
い
ら
れ
た
の
で
あ
る
︒
士
官
学
校
の
が
ら
ん
と
し

た
教
官
室
の
中
に
︑
矢
崎
氏
が
た
だ
一
人
ぽ
つ
ね
ん
と
し
て
︑
何
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の
用
事
も
な
い
の
に
居
残
っ
て
い
ら
れ
る
有
様
を
想
像
す
る
と
︑

一
脈
の
淋
し
い
感
慨
が
湧
く
︒

い
つ
か
そ
の
教
官
室
で
蚤
の
話
が
は
ず
ん
だ
こ
と
が
あ
る
︒
時

候
の
加
減
か
蚤
が
多
く
て
困
る
と
誰
か
が
云
い
出
す
と
︑
矢
崎
氏

は
そ
れ
に
伴
れ
て
︑﹁
私
の
許
な
ん
ざ
蚤
が
本
等
に
多
く
て
困
り

ま
す
︒
昨
夜
も
子
供
が
か
い
が
る
も
ん
だ
か
ら
︑
夜
半
に
起
き
て

蚤
を
取
っ
て
や
り
ま
し
た
ら

︱
あ
な
た
︑
八
十
何
匹
か
取
れ
ま

し
た
よ
﹂
と
云
っ
た
も
の
だ
︒
聞
い
て
い
る
者
が
み
ん
な
吃
驚
し

て
︑﹁
ま
さ
か
！
﹂
で
そ
の
話
は
お
仕
舞
い
に
な
っ
た
そ
う
な
︒

が
︑
私
に
こ
の
話
を
伝
え
た
男
は
︑
そ
の
八
十
何
匹
は
屹
度
本
当
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だ
ろ
う
よ
と
云
っ
て
い
た
︒

同
氏
は
︑
士
官
学
校
の
退
官
後
︑
大
久
保
の
辺
と
か
で
古
本
屋

を
開
か
れ
た
と
聞
く
︒
嵯
峨
の
舎
さ
ん
の
商
売
と
し
て
は
︑
こ
ん

な
似
合
い
の
商
売
は
な
か
ろ
う
と
思
う
と
共
に
︑
私
は
そ
の
話
を

聞
い
た
時
︑
切
に
お
店
の
繁
昌
を
祈
っ
た
次
第
で
あ
る
︒︵
昭
和

七
年
九
月
﹁
文
芸
春
秋
﹂︶
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