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〈
企
画
展
「
小
吉 

勝
海
舟
を
育
ん
だ
父
」 

プ
レ
イ
バ
ッ
ク
⑥
〉 

収
蔵
資
料
に
見
る
勝
小
吉
（
夢
酔
）
の
生
涯 

～
侘
し
い
隠
遁
生
活
～ 

星
川 

礼
応 

１ 

鶯
谷
庵
の
小
吉 

勝
麟
太
郎
（
の
ち
の
海
舟
）
が
蘭
学
に
励
ん
で
い
た
天
保
～
嘉
永
期
、
そ
の
父
・
小
吉
（
夢
酔
）
は
ど

の
よ
う
な
状
況
に
あ
っ
た
の
か
。 

前
回
コ
ラ
ム
の
最
後
で
、
嘉
永
３
（
１
８
５
０
）
年
版
「
江
戸
切
絵
図
」
の
赤
坂
田
町
（
麟
太
郎
の
新

居
）
部
分
に
「
勝
夢
睡(

ﾏﾏ
、
酔)

」
の
記
名
が
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。
本
来
で
あ
れ
ば
、
こ
こ
か
ら 

〝
小
吉
が
や
が
て
罪
を
赦
さ
れ
、
や
が
て
息
子
宅
に
移
り
住
ん
だ
〟
可
能
性
を
想
定
す
る
と
こ
ろ
だ
が
、

敢
え
て
明
言
を
避
け
た
。
こ
れ
に
は
理
由
が
あ
る
。 

そ
れ
は
、
こ
れ
か
ら
紹
介
す
る
資
料
か
ら
見
え
て
く
る
小
吉
の
生
活
ぶ
り
が
、
そ
の
可
能
性
を
否
定
す

る
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。 

 

〔
資
料
９
〕
嘉
永
３
（
１
８
５
０
）
年
５
月 

不
量
老
（
勝
夢
酔
、
小
吉
）
自
画
賛 

 

え
ど 

き
り
え
ず 
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右
は
「
不
量
軒
夢
酔
」
を
称
し
た
晩
年
期
の
小
吉
の
自
画
賛
（
自
分
の
姿
を
自
ら
描
き
、
賛
文
を
据
え

た
書
画
）
で
あ
る
。
右
下
に
「
不
量
老
自
画
賛
」
と
筆
書
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
下
に
あ
る
の
が
小
吉
の
花

押
（
サ
イ
ン
）
で
あ
る
。
そ
の
判
形
（
花
押
の
形
）
は
、
前
々
回
コ
ラ
ム
で
紹
介
し
た
〔
資
料
７
〕（
④
）

に
見
え
る
、
小
吉
の
２
７
歳
当
時
の
も
の(

１)

と
は
大
分
変
形
し
て
い
る
。 

こ
の
自
画
賛
は
、
元
々
小
吉
が
冊
子
類
を
収
め
て
い
た
と
思
わ
れ
る
畳
紙
の
片
面
に
落
書
き
さ
れ
て
い

る
。
落
書
き
な
の
で
、
像
は
大
分
デ
フ
ォ
ル
メ
さ
れ
て
お
り
、
こ
こ
か
ら
小
吉
の
容
貌
の
特
徴
を
知
る
こ

と
は
難
し
い
。
し
か
し
、
現
在
確
認
さ
れ
て
い
る
資
料
の
中
で
、
小
吉
の
姿
を
留
め
た
唯
一
の
同
時
代
資

料
と
し
て
、
大
変
貴
重
な
も
の
で
あ
る
。 

絵
図
の
中
の
小
吉
は
、
手
前
に
小
川
が
流
れ
る
質
素
な
草
庵
の
縁
側
に
一
人
佇
み
、
月
を
眺
め
て
い

る
。
一
見
す
る
と
両
耳
が
大
き
く
描
か
れ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
が
、
体
育
座
り
の
よ
う
な
体
勢
で
膝
に

肘
を
つ
き
、
頬
に
手
を
当
て
な
が
ら
寛
い
で
い
る
よ
う
に
見
え
な
く
も
な
い
。
上
部
に
は
、「
あ
ら
楽
し 

破
衣
に
身
を
ま
と
ゐ 

か
た
ふ
く
軒
に
月
を
詠
ミ
て
」（
何
と
楽
し
い
こ
と
か
。
ボ
ロ
ボ
ロ
の
衣
に
身
を
ま

と
わ
せ
、
傾
い
た
軒
か
ら
眺
め
る
月
を
詠
ん
で
）
と
い
う
、
小
吉
に
よ
る
賛
文
が
記
さ
れ
て
い
る
。
「
破
衣

〝
を
〟
身
〝
に
〟
ま
と
ゐ
」
で
は
な
く
「
破
衣
〝
に
〟
身
〝
を
〟
ま
と
ゐ
」
と
表
現
し
て
い
る
辺
り
に
、

小
吉
の
ユ
ー
モ
ア
が
感
じ
ら
れ
る
が
、
同
時
に
侘
し
い
生
活
ぶ
り
も
窺
わ
れ
る
。 

小
吉
が
い
る
こ
の
「
か
た
ふ
く
軒
」
こ
そ
、『
夢
酔
独
言
』
な
ど
が
執
筆
さ
れ
た
場
所
で
あ
り
、
小
吉
の

終
の
棲
家
と
し
て
知
ら
れ
る
「
鶯
谷
庵
」
で
あ
ろ
う
。
旧
来
、
鶯
谷
庵
は
そ
の
字
面
か
ら
、
現
在
の
鶯
谷

（
現
・
東
京
都
台
東
区
）
に
所
在
し
て
い
た
と
見
做
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
大
口
勇
次
郎
氏
は
、
虎
ノ
門

ふ
り
ょ
う
け
ん
む
す
い 

は
ん
ぎ
ょ
う 

た
と
う
し 

た
た
ず 

や
ぶ
れ
ご
ろ
も 

の
き 

さ
ん
ぶ
ん 

つ
い 

す
み
か 

お
う
こ
く
あ
ん 

う
ぐ
い
す
だ
に 

お
お
ぐ
ち
ゆ
う
じ
ろ
う 
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の
保
科
邸
が
あ
っ
た
坂
道
「
さ
ざ
え
尻
」
が
別
名
「
鶯
坂
」、
そ
の
近
辺
が
「
鶯
谷
」
と
も
称
さ
れ
て
い
た

こ
と
を
『
新
編
江
戸
名
所
図
誌
』
か
ら
指
摘
し
、
こ
れ
を
鶯
谷
庵
の
由
来
と
し
て
い
る(

２)

。
つ
ま
り
、 

鶯
谷
庵
は
現
在
の
台
東
区
鶯
谷
で
は
な
く
、
天
保
の
改
革
に
よ
り
謹
慎
先
と
さ
れ
た
虎
ノ
門
新
道
の
保
科

栄
次
郎
宅
付
近
（
現
・
千
代
田
区
）
に
あ
っ
た
と
い
う
説
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
当
館
所
蔵
資
料
か
ら

裏
付
け
る
こ
と
が
可
能
で
あ
り
（
詳
細
は
次
回
以
降
に
後
述
）、
首
肯
す
べ
き
見
解
で
あ
る
。 

な
お
、
近
年
に
お
け
る
溜
池
遺
跡
の
発
掘
か
ら
、
そ
も
そ
も
溜
池
が
付
近
の
湧
水
を
江
戸
城
南
西
部
に

集
め
て
虎
ノ
門
で
堰
き
留
め
た
、
江
戸
城
外
堀
の
一
画
を
な
す
人
造
池
で
あ
っ
た
こ
と
や
、
こ
の
一
帯
が

元
々
、
複
数
の
谷
状
地
形
か
ら
成
っ
て
い
た
「
溜
池
谷
」
で
あ
り
、
溜
池
は
こ
う
し
た
旧
地
形
を
活
か
し

て
開
発
さ
れ
た
こ
と
な
ど
、
そ
の
実
態
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
き
て
い
る(

３)

。 

こ
う
し
た
考
古
学
の
成
果
も
、
鶯
谷
庵
の
立
地
を
考
え
る
上
で
大
い
に
参
考
と
な
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、

鶯
谷
庵
は
極
め
て
起
伏
の
富
ん
だ
地
形
の
中
に
存
在
し
て
い
た
と
推
測
で
き
る
。
但
し
、
そ
こ
か
ら
小
吉

が
月
を
眺
望
し
得
た
こ
と
や
、
保
科
邸
自
体
が
坂
の
途
中
に
あ
っ
た
こ
と
な
ど
か
ら
、
谷
底
よ
り
は
高
い

場
所
に
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
さ
ら
に
〔
資
料
９
〕
で
庵
の
前
に
描
か
れ
て
い
る
水
の
流
れ
に
つ
い
て

も
、
溜
池
谷
の
う
ち
鶯
谷
庵
が
あ
っ
た
場
所
よ
り
低
地
部
分
を
（
ま
た
は
谷
の
高
地
か
ら
低
地
に
か
け

て
）
流
れ
て
い
た
小
川
の
よ
う
な
地
形
、
或
い
は
、
流
路
が
ク
ラ
ン
ク
状
に
折
れ
曲
が
っ
て
い
る
様
子
か

ら
、
湧
水
を
溜
池
に
引
い
て
い
た
人
工
の
水
路
の
よ
う
な
構
造
を
表
し
て
い
る
可
能
性
が
想
定
さ
れ
る
。 

 

２ 

蟄
居
謹
慎
を
続
け
る 

と
こ
ろ
で
、〔
資
料
９
〕
に
は
年
月
日
が
記
さ
れ
て
い
な
い
。
で
は
何
故
、
こ
れ
を
小
吉
の
最
晩
年
で
あ

る
嘉
永
３
年
の
も
の
と
断
定
し
得
る
の
か
。
そ
れ
は
、
こ
こ
に
描
か
れ
て
い
る
小
吉
の
姿
と
、
こ
れ
に
関

係
す
る
別
の
資
料
に
よ
っ
て
導
き
出
す
こ
と
が
出
来
る
。 

ま
ず
『
夢
酔
独
言
』
を
見
る
と
、
天
保
１
０
（
１
８
３
９
）
年
７
月
、
前
年
に
隠
居
し
て
い
た
小
吉

は
、
髪
を
剃
ら
ず
に
仏
門
に
入
る
「
有
髪
改
名
」
を
支
配
組
頭
に
申
請
し
、
同
年
１
０
月
１
７
日
付
で 

脇
坂
中
務
少
輔
（
安
董
、
播
磨
龍
野
藩
主
）
か
ら
許
可
が
下
り
、
以
降
「
夢
酔
」
を
称
し
た
こ
と
が
記
さ

れ
て
い
る
。
こ
こ
か
ら
従
来
、
小
吉
は
隠
居
し
て
以
降
も
惣
髪
（
月
代
を
剃
ら
ず
、
前
髪
を
後
ろ
に
撫
で

付
け
て
結
え
る
髪
型
）
の
ま
ま
過
ご
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
て
き
た
。 

し
ん
ぺ
ん 

え
ど
め
い
し
ょ
ず
し 

し
ゅ
こ
う 

た
め
い
け
い
せ
き 

う
は
つ
か
い
み
ょ
う 

わ
き
さ
か
な
か
つ
か
さ
の
し
ょ
う 

や
す
た
だ 

は
り
ま
た
つ
の 

さ
か
や
き 
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し
か
し
、〔
資
料
９
〕
に
描
か
れ
て
い
る
小
吉
は
、
既
に
頭
髪
が
剃
ら
れ
て
お
り
、
す
っ
か
り
僧
形 

（
坊
主
の
身
な
り
）
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
関
係
す
る
の
が
左
の
資
料
で
あ
る
。 

 

〔
資
料
１
０
〕
嘉
永
３
年
３
月
付
〈
松
平
美
作
守
宛
〉
勝
麟
太
郎 

父
剃
髪
奉
願
候
覚
（
草
稿
） 

 

 

そ
う
ぎ
ょ
う 
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こ
れ
は
小
吉
が
死
去
す
る
約
半
年
前
の
嘉
永
３
年
３
月
、
麟
太
郎
が
小
吉
（
夢
酔
）
の
剃
髪
に
つ
い
て

小
普
請
支
配
・
松
平
美
作
守
（
信
庸
）(

４)

ら
に
申
請
し
た
際
の
願
書
の
下
書
き(

５)

で
あ
る
。
端
裏
に
は
、

端
裏
書 

願
書
用
帋
中
半
紙
上
包
、
同
帋
中
折
懸
ヶ
上
書 

見
出
之
通
り
、
御
支
配
宛
四
通
、
内
三
通
書
判
、
壱
通 

無
判
、
御
組
頭
宛
壱
通
書
判
御
認
、 

譯
書
与
一
所
ニ
可
被
遣
候 

父
剃
髪
願 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

勝
麟
太
郎 

 

本
文 

父
剃
髪
奉
伺願

候
覚 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

小
普
請
組 

 
 

 
 
 

松
平
美
作
守
支
配 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

勝
麟
太
郎
父
、
隠
居 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

俗
名
左
衛
門
太
郎 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

勝 

夢
酔 

右
、
私
父
夢
酔
、
惣
髪
罷
成
申
度
段
、 

天
保
十
亥
年
八
月
奉
願
、
惣
髪
罷
成
候
処
、 

此
節
至
而
逆
昇
仕
、
眼
気
ニ
茂
相
障 

次
第
ニ
相
勝
不
申
候
間
、
可
相
成
儀
御
座
候
者
、 

剃
髪
仕
度
旨
申
聞
候
間
、
依
之
此
段 

奉
伺願
候
、
以
上
、 

嘉
永
三
戌
年
三
月 

 
 
 
 

勝
麟
太
郎
（
花
押
） 

 
 

松
平
美
作
守
殿 

 

こ
ぶ
し
ん
し
は
い 

み
ま
さ
か
の
か
み 

の
ぶ
つ
ね 

は
し
う
ら 
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提
出
す
る
際
の
半
紙
の
書
き
方
や
包
み
方
、
宛
先
に
応
じ
た
作
成
部
数
な
ど
が
記
さ
れ
て
お
り
、
当
時
の

旗
本
の
幕
閣
に
対
す
る
文
書
申
請
の
あ
り
方
が
窺
わ
れ
興
味
深
い
。 

さ
て
、
本
文
前
半
の
「
惣
髪
罷
成
申
度
段
、
天
保
十
亥
年
八
月
奉
願
」
と
い
う
記
述
を
『
夢
酔
独
言
』

に
お
け
る
小
吉
の
証
言
に
照
ら
す
と
、
幕
府
へ
の
有
髪
改
名
の
申
請
月
が
７
月
か
８
月
か
と
い
う
違
い
は

あ
る
が
、
ほ
ぼ
一
致
し
て
い
る
と
見
て
良
い
。 

そ
の
後
１
１
年
間
、
惣
髪
の
ま
ま
過
ご
し
て
き
た
小
吉
だ
っ
た
が
、〔
資
料
１
０
〕
に
「
此
節
至
而
逆
昇

仕
、
眼
気
ニ
茂
相
障
次
第
ニ
相
勝
不
申
候
」
と
あ
る
よ
う
に
、
次
第
に
心
身
に
異
変
が
生
じ
る
よ
う
に
な

っ
た
ら
し
い
。
麟
太
郎
が
申
告
し
て
い
る
「
逆
昇
」
と
「
眼
気
ニ
茂
相
障
」
と
い
う
症
状
に
つ
い
て
、
後

者
は
「
眼
気
」、
つ
ま
り
視
力
に
支
障
が
出
て
い
る
こ
と
と
分
か
る
が
、
前
者
の
「
逆
昇
」
は
ど
う
解
釈
す

る
べ
き
だ
ろ
う
か
。 

管
見
の
限
り
、「
逆
昇
」
と
い
う
文
言
を
他
の
資
料
か
ら
検
出
す
る
こ
と
は
出
来
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
展

示
の
際
に
は
「
逆
昇
」
を
単
に
毛
髪
の
状
態
、
す
な
わ
ち
伸
び
放
題
と
な
っ
た
毛
髪
が
逆
向
き
に
返
っ
て

い
る
様
子
を
表
す
も
の
と
解
釈
し
た
が
、
そ
の
後
の
調
査
で
別
の
解
釈
の
可
能
性
が
想
定
さ
れ
た
。
そ
の

根
拠
が
次
の
資
料
で
あ
る
。 

 

右
は
、
渋
沢
栄
一
の
著
作
と
し
て
知
ら
れ
る
『
徳
川
慶
喜
公
伝
』(

６)

か
ら
、
安
政
の
大
獄
の
際
に
登
城

停
止
を
命
じ
ら
れ
た
一
橋
（
の
ち
徳
川
）
慶
喜
の
過
酷
な
蟄
居
謹
慎
の
様
子
に
つ
い
て
書
か
れ
た
一
節
の

抜
粋
で
あ
る
。
そ
の
う
ち
傍
線
部
で
〝
（
慶
喜
は
）
毛
髪
が
伸
び
て
「
逆
上
の
気
」
が
あ
る
に
も
関
わ
ら

ず
、（
謹
慎
中
に
つ
き
幕
府
に
）
伺
い
の
上
で
な
け
れ
ば
月
代
を
お
剃
り
に
な
ら
な
か
っ
た
〟
旨
が
語
ら
れ

〔
参
考
５
〕『
徳
川
慶
喜
公
伝
』（
抄
出
） 

〈
前
略
〉 

（
筆
者
註
、
一
橋
慶
喜
）
公
は
去
る
五
年
七
月
五
日
、
当
分
の
中
登
城
停
止
の
命
を

蒙
り
し
時
、〈
中
略
〉 

此
度
は
厳
重
な
る
台
命
な
れ
ば
と
て
、
常
に
居
室
の
雨
戸
を
閉
ぢ
、
唯

所
々
二
寸
ば
か
り
に
開
か
せ
ら
れ
て
、
僅
に
日
光
を
通
は
し
給
ふ
の
み
な
れ
ば
、
室
暗
く
し
て
、

読
書
も
椽
側
に
近
づ
か
ざ
れ
ば
明
を
取
る
こ
と
を
得
ず
。
常
に
麻
裃
を
召
さ
れ
て
端
坐
し
、
夏
の

暑
さ
に
も
沐
浴
し
給
ふ
こ
と
な
く
、
髪
延
び
て
逆
上
の
気
あ
る
も
、
伺
の
上
な
ら
で
は
月
代
を
も

剃
り
給
は
ず
。 

〈
後
略
〉 

ぎ
ゃ
く
し
ょ
う 

が
ん
き
に
も
あ
い
さ
わ
る 

し
ぶ
さ
わ
え
い
い
ち 

ぎ
ゃ
く
じ
ょ
う 
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て
い
る
。「
逆
上
」
と
は
、「
興
奮
し
て
頭
部
や
顔
面
な
ど
が
充
血
す
る
こ
と
」
や
「
の
ぼ
せ
上
が
っ
て
精

神
が
正
常
で
な
く
な
る
こ
と
」、「
怒
り
や
悲
し
み
な
ど
の
た
め
、
頭
に
血
が
の
ぼ
っ
て
興
奮
し
取
り
乱
す

こ
と
」
を
意
味
す
る
用
語
で
あ
る
。
な
お
、
こ
の
「
逆
上
」
文
言
は
同
様
の
意
味
で
江
戸
時
代
の
資
料
に

お
い
て
も
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
確
認
出
来
る(

７)

。 

こ
う
し
た
事
例
に
鑑
み
る
と
、〔
資
料
１
０
〕
に
お
け
る
「
逆
昇
」
も
、
単
な
る
毛
髪
の
状
態
で
は
な

く
、
心
身
（
特
に
心
）
の
状
態
を
表
す
「
逆
上
」
と
同
じ
意
味
で
用
い
ら
れ
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
の
で

は
な
い
か
。 

こ
れ
に
沿
っ
て
再
解
釈
を
施
し
て
み
よ
う
。〔
資
料
１
０
〕
に
お
い
て
「
逆
昇
」
の
原
因
が
隠
居
以
来
の

「
惣
髪
」
に
あ
っ
た
こ
と
は
、
文
脈
上
明
ら
か
で
あ
る
。
当
時
、
小
吉
の
毛
髪
は
心
身
に
悪
影
響
を
及
ぼ

す
よ
う
な
状
態
だ
っ
た
と
読
み
取
る
こ
と
が
出
来
よ
う
。
特
に
視
力
の
悪
化
を
踏
ま
え
る
と
、
惣
髪
状
態

か
ら
毛
髪
が
伸
び
放
題
に
な
っ
て
い
た
こ
と
は
間
違
い
な
さ
そ
う
で
あ
る
。
そ
の
せ
い
で
小
吉
は
鬱
屈
と

し
た
精
神
状
態
に
陥
る
な
ど
、
心
を
病
み
か
け
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
想
像
さ
れ
る
。 

こ
れ
は
〔
参
考
５
〕
に
お
け
る
慶
喜
と
酷
似
し
た
状
態
と
言
え
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
剃
髪
前
の
小
吉

の
生
活
は
楽
隠
居
と
は
程
遠
い
状
態
に
あ
り
、
む
し
ろ
蟄
居
謹
慎
中
と
何
ら
変
わ
る
こ
と
が
無
か
っ
た
と

見
な
す
こ
と
が
出
来
よ
う
。
こ
う
し
た
生
活
が
幕
府
の
命
令
、
或
い
は
本
人
の
意
思
に
よ
る
も
の
か
は
明

ら
か
で
な
い
。
し
か
し
、
弘
化
２
年
前
後
に
幕
府
が
勝
家
当
主
・
麟
太
郎
の
行
動
制
限
を
解
い
て
い
た
と

す
る
前
回
の
推
論
に
基
づ
け
ば
、
既
に
隠
居
で
あ
っ
た
小
吉
を
厳
科
（
厳
し
い
罰
）
に
処
し
続
け
る
理
由

が
分
か
ら
な
い
。
そ
う
考
え
る
と
、
小
吉
本
人
が
自
発
的
に
ス
ト
イ
ッ
ク
な
謹
慎
生
活
を
続
け
て
い
た
と

考
え
る
方
が
事
実
に
近
い
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。 

 

お
わ
り
に 

〔
資
料
９
〕
に
描
か
れ
た
様
子
か
ら
も
窺
わ
れ
る
通
り
、
小
吉
は
麟
太
郎
の
赤
坂
田
町
へ
の
転
居
に
同

行
せ
ず
、
一
人
で
鶯
谷
庵
に
残
る
こ
と
を
決
め
た
の
だ
っ
た
。
そ
の
心
中
は
本
人
に
し
か
到
底
分
か
り
得

な
い
が
、『
夢
酔
独
言
』
な
ど
を
踏
ま
え
て
想
像
す
る
に
、
家
族
に
対
す
る
罪
滅
ぼ
し
の
意
識
が
そ
う
さ
せ

た
の
か
も
し
れ
な
い
。
ま
た
、
貧
し
さ
の
中
で
蘭
学
に
邁
進
し
よ
う
と
す
る
息
子
を
傍
ら
で
見
守
り
な
が

ら
、
今
度
こ
そ
妨
げ
と
は
な
る
ま
い
と
い
う
親
と
し
て
の
覚
悟
と
意
地
も
あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。 

げ
ん
か 
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し
か
し
、
そ
の
せ
い
で
心
身
が
蝕
ま
れ
て
い
く
父
を
息
子
・
麟
太
郎
は
見
か
ね
た
で
あ
ろ
う
。
思
え

ば
、
小
吉
は
若
い
頃
か
ら
吉
原
や
浅
草
に
通
い
、
豪
奢
な
羅
紗
羽
織
を
好
ん
で
着
用
し
た
と
の
『
夢
酔
独

言
』
の
記
述
か
ら
も
、
見
栄
や
身
な
り
に
は
人
一
倍
気
を
遣
う
タ
イ
プ
の
人
間
で
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ

る
。
そ
ん
な
父
の
様
子
を
長
年
傍
ら
で
見
て
き
た
麟
太
郎
に
は
、
父
の
ス
ト
レ
ス
の
要
因
が
よ
く
理
解
出

来
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
う
し
た
資
料
上
に
は
な
か
な
か
表
れ
難
い
父
子
の
情
感
や
、
様
々
な
経
緯
を
経

て
、
麟
太
郎
は
小
吉
の
剃
髪
を
幕
府
に
申
請
す
る
に
至
っ
た
の
だ
ろ
う
。 

 

自
ら
厳
し
い
生
活
に
身
を
投
じ
た
小
吉
だ
っ
た
が
、
そ
れ
で
も
生
き
て
い
く
た
め
に
は
収
入
が
必
要
だ

っ
た
。
し
か
し
、
麟
太
郎
ら
家
族
と
別
居
し
、
以
前
の
よ
う
に
道
具
市
で
自
由
に
売
買
す
る
こ
と
も
出
来

な
い
状
況
下
で
、
小
吉
は
ど
の
よ
う
に
し
て
生
活
の
糧
を
得
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
次
回
は
、
隠
者
・
小

吉
の
生
業
に
つ
い
て
、
資
料
を
手
掛
か
り
に
そ
の
一
端
を
考
え
て
み
る
と
し
よ
う
。 

（
擱
筆
） 

                

ご
う
し
ゃ 

ら
し
ゃ
ば
お
り 
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１ 

２
７
歳
当
時
の
花
押
は
、
徳
川
将
軍
家
の
武
家
様
花
押
を
上
下
反
転
さ
せ
た
形
を
し
て
い
る
。「
吉
」
の
字
の
下
半
分

を
図
案
化
し
た
よ
う
に
見
え
る
一
方
で
、
陰
陽
大
極
図
を
模
し
て
い
る
よ
う
に
も
見
え
る
。
小
吉
が
神
道
を
学
ん
で
い

た
の
が
『
夢
酔
独
言
』
か
ら
２
６
歳
頃
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
何
ら
か
の
影
響
が
あ
っ
た
可
能
性
も
想
定
す
べ
き
か
。 

 

  

２ 

大
口
勇
次
郎
『
勝
小
吉
と
勝
海
舟 

父
子
鷹
の
明
治
維
新
（
日
本
史
リ
ブ
レ
ッ
ト
人 
０
６
６
）
』（
山
川
出
版
社
、

２
０
１
３
年
） 

３ 

斉
藤
進
・
大
八
木
謙
司
「
溜
池
遺
跡
に
み
る
江
戸
・
東
京
」（『
た
ま
の
よ
こ
や
ま
』
８
９
、
東
京
都
埋
蔵
文
化
財
セ

ン
タ
ー
、
２
０
１
２
年
） 

４ 

小
川
恭
一
編
著
『
寛
政
譜
以
降 

旗
本
家
百
科
事
典
』
第
５
巻
（
東
洋
書
林
、
１
９
９
８
年
）
２
５
９
９
頁
。
大
河

内
松
平
家
当
主
で
、
禄
高
は
５
０
０
０
石
。
本
郷
御
弓
町
に
屋
敷
が
あ
り
、
天
保
１
３
（
１
８
４
２
）
年
に
小
普
請
組

支
配
、
嘉
永
７
（
１
８
５
４
）
年
正
月
２
２
日
に
小
性
組
番
頭
と
な
っ
て
い
る
。 

５ 

ほ
ぼ
同
内
容
の
も
の
が
、〔
資
料
１
０
〕
と
合
わ
せ
て
２
通
伝
存
し
て
い
る
。
今
回
は
端
裏
書
が
あ
り
、
比
較
的
状
態

が
良
い
方
を
紹
介
し
て
い
る
。 

６ 

渋
沢
栄
一
著
・
藤
井
貞
文
解
説
『（
東
洋
文
庫
８
８
）
徳
川
慶
喜
公
伝
』
１
（
平
凡
社
、
１
９
６
７
年
）
２
３
３
～
２

３
４
頁
。
な
お
、
渋
沢
の
原
著
は
大
正
７
（
１
９
１
８
）
年
に
竜
門
社
か
ら
刊
行
さ
れ
て
い
る
。
渋
沢
は
昭
和
６
（
１

９
３
１
）
年
１
１
月
１
１
日
に
死
去
。 

７ 

「
烏
丸
前
槐
（
＝
光
栄
）
事
、
上
皇
（
＝
桜
町
天
皇
）
駭
思
食
之
間
、
有
御
逆
上
之
気
、
御
膳
等
不
常
之
由
」
（『
八

槐
記
』
延
享
５
年
３
月
１
５
日
条
、『
天
皇
皇
族
実
録 

桜
町
天
皇
実
録
』
５
巻
、
９
６
３
頁
）、 

「
尚
々
一
昨
日
・
昨
日
ニ
も
御
返
書
差
上
候
筈
之
処
、
当
二
日
夜
よ
り
不
軽
逆
上
、
不
快
為
別
平
臥
仕
罷
有
、
存
外
御

返
事
及
延
遅
候
、
多
罪
御
仁
免
可
被
成
下
候
」（
万
延
元
年
閏
３
月
５
日
付
〈
後
閑
義
利
宛
〉
島
田
龍
章
書
状
、『
大
日

本
維
新
史
料 

類
纂
之
部
』
所
収
「
井
伊
家
史
料 

二
十
六
」
史
料
番
号
５
７
）、 

ほ
か
。 

                                        

          

 


