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真
木
和
泉
と
二･

二
六
将
校
の
心
情
の
違
い

　

葦
津
珍
彦
が
、
昭
和
三
十
九
年
「
禁
門
の
変
前
夜
」
を
著
し
て
、

徳
富
蘇
峰
の
近
世
日
本
国
民
史
の
、
禁
門
の
変
論
が
書
か
れ
た
の

が
、
折
し
も
昭
和
十
一
年
の
二･

二
六
事
件
の
時
局
下
で
あ
っ
た

こ
と
に
ふ
れ
て
真
木
和
泉
論
を
展
開
し
て
い
た
の
は
興
味
深
い
こ

と
だ
が
、
こ
れ
に
関
連
し
て
、
想
起
さ
れ
る
の
が
、
作
家
、
三
島

由
紀
夫
の
『
英
霊
の
声
』（
昭
和
四
十
一
年
）
で
社
会
的
に
大
き
な

波
紋
を
投
げ
か
け
た
作
品
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
こ
れ
に
対
す
る
葦

津
の
「
英
霊
の
声
」
評
（
神
道
宗
教
、
第
四
四
号
）
が
、
こ
の
問
題

の
深
刻
さ
と
共
に
、
い
か
に
考
え
る
か
を
示
唆
し
た
小
論
と
し
て

注
目
さ
れ
た
。

　

元
治
元
年
の
禁
門
の
変
も
、
昭
和
の
二･

二
六
事
件
も
、
い
づ

れ
も
維
新
変
革
を
求
め
る
時
局
下
、
運
動
の
中
核
に
位
置
す
る
天

皇
へ
の
直
諌
の
心
情
に
も
と
づ
く
行
動
を
起
し
、
失
敗
し
て
、
賊

名
を
き
せ
ら
れ
斃
れ
た
こ
と
は
共
通
し
て
い
る
。
し
か
し
自
刃
し

て
果
て
た
真
木
和
泉
守
と
縛
に
つ
い
て
獄
中
で
処
刑
さ
れ
た
二･

二
六
将
校
の
死
に
際
の
情
念
は
大
き
く
違
っ
て
い
て
、
そ
の
後
に

深
刻
な
問
題
を
孕
ん
で
い
た
。
こ
の
天
皇
へ
の
忠
誠
と
諌
争
論
と

も
い
え
る
極
め
て
デ
リ
ケ
ー
ト
な
問
題
を
当
時
の
新
進
気
鋭
の
人

気
作
家
三
島
が
取
り
上
げ
、
天
皇
へ
の
直
諌
と
い
う
社
会
に
衝
撃

が
走
る
中
で
、
当
時
の
皇
室
支
持
派
を
分
裂
さ
せ
ず
〝
尊
皇
過
激

派
〟
と
も
い
え
る
戦
後
抬
頭
し
た
気
鋭
に
説
得
力
あ
る
斬
り
口
で
、

作
品
で
語
る
英
霊
の
声
な
ら
ぬ
怨
霊
の
声
を
鎮
め
、
慰
め
た
形
と

な
っ
て
い
る
。
そ
の
力
強
い
筆
致
は
み
ご
と
と
い
う
ほ
か
な
い
。

天
皇
へ
の
忠
誠
と
諌
争
に
決
起
し
な
が
ら
朝
命
に
服
し
て
、
逆
賊

尊
皇
の
心
情
研
究

―

三
島
由
紀
夫
の
「
英
霊
の
声
」
と
葦
津
珍
彦
の
怨
霊
鎮
め
の
評―

稲

葉
　

稔

随

想
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と
な
っ
た
将
校
た
ち
の
怨
霊
を
ど
う
な
ぐ
さ
め
る
か
の
必
要
を
と

き
つ
つ
、
戦
後
の
日
本
思
想
上
、
重
要
な
問
題
に
解
決
の
糸
口
を

示
す
論
述
と
な
っ
て
い
る
。

　

昭
和
四
十
九
年
に
刊
行
さ
れ
た
山
口
宗
之
（
九
州
大
学
教
授
）

の
「
真
木
和
泉
」（
吉
川
弘
文
館
）
は
、
現
代
に
数
少
な
い
真
木
和

泉
の
資
料
の
中
で
、
そ
の
全
体
像
を
知
る
に
は
簡
明
な
解
説
書
と

い
え
る
。
だ
が
結
語
で
、
真
木
和
泉
に
つ
い
て
、

　
　

･

彼
自
身
五
十
二
才
の
生
涯
を
文
字
ど
お
り
尊
攘
の
た
め
討
幕

の
た
め
燃
焼
さ
せ
つ
く
し
た
こ
と
に
対
し
、
百
年
の
歴
史
を

こ
え
て
生
き
る
人
間
の
強
さ
を
見
出
さ
ざ
る
を
得
な
い

と
ま
で
高
く
評
価
し
て
い
る
の
に
か
か
わ
ら
ず
、

　
　

･

同
時
代
の
開
明
派
グ
ル
ー
プ
に
く
ら
べ
近
代
世
界
へ
の
展
開

の
可
能
性
を
ほ
と
ん
ど
持
ち
得
な
か
っ
た
こ
と
、
や
が
て
創

設
さ
る
べ
き
天
皇
を
中
心
と
す
る
国
家
の
中
に
お
い
て
そ
の

重
要
な
成
員
と
な
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
は
ず
の
一
般
民
衆
（
国
民
）

の
役
割
に
め
ざ
め
得
な
か
っ
た―

。

な
ど
と
記
述
し
て
い
る
こ
と
は
、
幕
末
攘
夷
運
動
の
経
緯
か
ら
み

て
も
的
は
づ
れ
な
〝
期
待
〟
と
し
か
い
え
な
い
。
し
か
し
「
む
す

び
に
か
え
て
」
で
、

　
　

一
、
挙
兵
上
京
の
論
理

　
　

二
、〝
勅
命
〟
と
〝
尊
皇
〟
の
矛
盾

　
　

三
、
自
刃
の
意
味
す
る
も
の

の
三
点
を
あ
げ
て
、

　
「
こ
こ
で
わ
れ
わ
れ
は
三
島
由
紀
夫
『
英
霊
の
声
』
の
語
る
場

面
を
思
い
浮
か
べ
る
」
と
し
て
、「
三
島
由
紀
夫
に
よ
る
尊
皇
の

論
理
の
す
ぐ
れ
た
解
剖
に
従
い
な
が
ら
つ
ぎ
に
和
泉
の
挙
兵
上
京

策
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
を
さ
ぐ
っ
て
み
た
い
」
と
意
欲
的
に
問
題

提
起
し
て
い
る
の
は
、
三
島
が
四
十
五
年
十
一
月
、
東
京
市
ヶ
谷

の
陸
上
自
衛
隊
総
監
室
台
上
で
隊
員
た
ち
に
決
起
を
促
し
、
失
敗

し
て
自
刃
し
た
事
件
か
ら
四
年
後
の
こ
と
で
大
い
に
興
味
を
覚
え

た
。
だ
が
こ
れ
も
、
問
題
意
識
を
示
し
た
だ
け
で
、
た
だ
小
川
常

人
の
「
真
木
和
泉
守
の
研
究
」（
昭
和
四
五
年
）
か
ら
次
の
部
分
を

引
用
し
て
い
る
だ
け
と
な
っ
て
い
る
の
は
、
ほ
り
下
げ
が
足
り
ず

期
待
外
れ
に
お
わ
っ
た
。

　
　

･

挙
兵
上
京
時
「
戦
の
必
勝
を
期
し
な
が
ら
、
然
も
『
見
事
戦

死
』
を
心
中
に
決
意
し
」、
勅
を
奉
じ
て
の
戦
い
で
な
か
っ

た
が
ゆ
え
に
も
と
も
と
死
の
決
意
の
上
に
立
っ
て
禁
門
の
変

が
な
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
を
重
ね
て
強
調
す
る
。（「
真
木
和

泉
守
の
研
究
」
第
四
章
）。
現
天
皇
の
意
思
に
反
す
る
戦
い
を

あ
え
て
起
こ
し
、
し
か
も
敗
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
現
実
に
お

け
る
尊
皇
の
名
分
を
決
定
的
に
失
い
違
勅
の
か
た
ち
に
な
っ

て
し
ま
っ
た
以
上
、
尊
皇
家
和
泉
に
と
っ
て
死
以
外
に
は
考

え
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
和
泉
が
他
の
尊
攘
派

志
士
の
ご
と
く
血
気
、
感
憤
し
や
す
い
年
齢
で
な
く
、
す
で
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に
人
生
の
終
り
に
近
い
五
十
二
歳
、
し
か
も
内
に
外
に
多
く

の
体
験
を
つ
み
、
内
省
と
思
考
を
重
ね
る
に
不
足
の
な
い
円

熟
の
世
代
に
あ
っ
た
こ
と
は
、
そ
の
死
が
決
し
て
一
時
の
激

情
に
も
と
づ
く
も
の
で
な
か
っ
た
こ
と
を
も
の
が
た
っ
て
い

る
と
い
え
よ
う
。

と
結
ん
で
い
る
だ
け
だ
。
真
木
の
決
起
が
「
一
時
の
激
情
に
も
と

づ
く
も
の
で
な
か
っ
た
」
と
結
論
づ
け
る
だ
け
で
は
、「
三
島
に

よ
る
尊
皇
の
論
理
の
す
ぐ
れ
た
解
剖
」
に
は
な
っ
て
お
ら
ず
、
何

ら
心
情
的
洞
察
が
な
さ
れ
て
い
な
い
。
真
木
和
泉
の
心
情
と
二･

二
六
将
校
た
ち
の
心
情
に
つ
い
て
論
述
し
て
い
な
い
の
は
、
尊
皇

に
発
す
る
行
動
の
全
体
像
を
描
く
な
か
で
、
核
心
部
分
の
追
求
を

欠
い
た
感
が
あ
る
。

　

そ
こ
で
こ
こ
に
は
、
失
敗
に
終
わ
っ
た
二･
二
六
に
つ
い
て
の

三
島
の
描
い
た
「
英
霊
の
声
」
に
対
す
る
葦
津
の
論
評
を
紹
介
し

て
、
忠
誠
の
論
理
が
挫
折
し
て
逆
賊
と
な
っ
て
、
怨
念
と
な
っ
た

欠
落
部
分
に
つ
い
て
の
考
え
方
を
補
強
し
て
参
考
に
供
し
た
い
。

葦
津
の
「
英
霊
の
声
」
評
の
と
ら
え
方

　

ま
づ
、
葦
津
は
こ
の
「
英
霊
の
声
」
を
ど
う
捉
え
た
か―

。

　
　

･　

こ
の
作
品
は
、
浅
春
の
あ
る
一
夕
、
帰
神
（
か
む
が
か
り
）

の
会
に
列
席
し
た
作
者
が
、
二･

二
六
の
事
変
で
非
業
の
最

後
を
と
げ
た
青
年
将
校
た
ち
や
、
大
東
亜
戦
争
で
特
攻
隊
員

と
し
て
戦
死
し
た
勇
士
た
ち
の
霊
の
声
を
聞
い
た
と
い
う
話

を
書
い
て
い
る
。
か
れ
ら
の
霊
魂
は
、
そ
の
最
後
に
ふ
さ
わ

し
い
は
げ
し
さ
を
も
っ
て
、
か
れ
ら
が
こ
の
世
に
在
り
し
日

の
心
情
を
物
語
り
、
あ
る
い
は
歌
い
し
て
、
今
の
世
の
日
本

の
有
様
に
対
し
て
深
い
憤
り
を
し
め
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の

霊
魂
は
、
天
皇
陛
下
の
神
格
を
信
じ
て
、
熱
烈
な
忠
誠
の
道

を
直
進
し
た
の
で
は
あ
っ
た
が
、
そ
の
直
情
が
陛
下
へ
通
ず

る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
と
し
て
、
深
く
悲
し
み
か
つ
怨
ん

だ
の
で
あ
る
。

　
　

･　

か
れ
ら
は
天
皇
神
格
の
信
者
で
あ
っ
た
。
そ
れ
故
に
、
陛

下
が
帝
国
敗
戦
の
後
に
、
天
皇
神
格
否
定
人
間
宣
言
を
な

さ
っ
た
こ
と
に
対
し
て
は
、
と
く
に
深
い
悲
し
み
を
感
じ
て

い
る
。
か
れ
ら
は
自
ら
を
、「
裏
切
ら
れ
た
者
た
ち
の
霊
」

と
名
の
り
、
怒
り
と
怨
み
の
歌
を
合
唱
し
て
「
な
ど
で
、
す

め
ら
ぎ
は
、
人
間
と
な
り
た
ま
い
し
」
と
い
う
句
を
繰
り
返

す
の
で
あ
る
。

　
　

･　

そ
の
長
歌
は
凄
惨
で
あ
る
。
そ
れ
は
「
経
済
の
安
定
」
と

「
民
主
的
平
和
」
な
る
も
の
を
、
無
上
の
価
値
と
す
る
現
代

の
社
会
的
常
識
を
決
定
的
に
否
定
し
断
罪
す
る
。
そ
れ
は
現

代
人
の
常
識
を
も
っ
て
、
低
俗
に
し
て
卑
俗
な
る
精
神
に
ほ

か
な
ら
ぬ
も
の
、
と
し
て
軽
蔑
す
る
。
そ
こ
に
は
現
代
の
社

会
常
識
を
否
定
し
抹
殺
し
て
、
往
年
の
青
年
将
校
の
英
雄
的
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な
精
神
の
中
に
、
清
冽
に
し
て
高
貴
な
る
美
を
見
よ
う
と
す

る
作
者
の
意
図
が
、
鮮
烈
に
表
現
さ
れ
て
い
る
。
作
者
、
三

島
由
紀
夫
は
、
こ
の
よ
う
な
「
英
霊
の
声
」
に
感
動
し
て
、

あ
え
て
「
陛
下
を
お
叱
り
申
上
げ
る
」
つ
も
り
で
、
こ
の
作

品
を
書
い
た
と
い
う
。

　

か
な
り
に
衝
撃
的
な
内
容
で
あ
る
が
、
葦
津
は
、
こ
の
作
品
を

読
ん
で
、
怨
霊
を
慰
め
、
鎮
め
る
こ
と
の
大
切
な
こ
と
を
痛
感
さ

せ
ら
れ
た
と
い
う
。
そ
し
て
、
そ
の
解
決
策
と
し
て
、
現
代
風
に

合
理
的
に
い
え
ば
「
歴
史
に
お
け
る
名
誉
回
復
」
と
で
も
い
う
べ

き
も
の
で
あ
ろ
う
か
、
と
そ
の
必
要
を
提
言
す
る
。
右
に
述
べ
ら

れ
て
い
る
事
情
認
識
は
、
三
島
の
問
題
提
起
に
同
感
し
て
い
る
よ

う
に
思
う
。
し
か
し
認
識
の
あ
と
の
対
処
は
違
っ
て
い
る―

。

　

二･

二
六
は
、
現
代
史
上
の
悲
劇
的
な
事
件
で
あ
っ
た
。
忠
誠

の
士
の
赤
心
が
陛
下
に
通
ぜ
ず
、
か
れ
ら
は
反
徒
と
し
て
銃
殺
さ

れ
た
。
し
か
し
こ
の
よ
う
な
悲
劇
の
歴
史
は
、
必
ず
し
も
二･
二

六
に
限
ら
れ
た
こ
と
で
は
な
か
っ
た
と
し
て
忠
臣
の
典
型
と
し
て

仰
が
れ
た
楠
正
成
を
あ
げ
、
さ
ら
に
絶
対
随
順
型
の
忠
臣
で
は
な

い
例
と
し
て
、
真
木
和
泉
と
西
郷
隆
盛
を
あ
げ
て
、
次
の
よ
う
に

説
得
的
に
語
る
。

　
　

･　

日
本
の
国
史
の
上
で
、
一
般
的
に
忠
臣
の
典
型
と
し
て
仰

が
れ
た
の
は
楠
正
成
で
あ
る
が
、
か
れ
の
最
後
の
忠
誠
の
建

策
は
、
朝
廷
の
い
れ
る
と
こ
ろ
と
な
ら
な
い
で
拒
否
さ
れ
た
。

こ
の
と
き
正
成
は
、
自
ら
が
確
信
し
て
奏
上
し
た
赤
心
の
建

策
に
、
あ
え
て
固
執
す
る
こ
と
な
く
、
た
だ
朝
廷
の
命
の
ま

ま
に
忠
順
に
、
必
死
必
敗
の
戦
場
に
赴
い
た
。
か
れ
は
自
ら

の
建
策
を
固
執
し
て
、
朝
廷
の
た
め
に
勝
利
の
現
実
的
戦
果

を
あ
げ
る
こ
と
よ
り
も
、
む
し
ろ
必
死
必
敗
の
戦
い
に
生
命

を
さ
さ
げ
て
、
厳
た
る
忠
誠
を
守
る
道
を
選
ん
だ
と
解
せ
ら

れ
る
。「
綸
言
汗
の
ご
と
し
」
の
勅
命
は
一
切
の
賢
愚
の
判

断
に
超
絶
す
る
、
と
の
信
条
を
し
め
す
一
典
型
で
あ
る
。

　
　

･　

け
れ
ど
も
忠
誠
の
臣
の
行
動
方
式
は
、
必
ず
し
も
こ
の
一

つ
の
型
に
の
み
限
定
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
明
治
維

新
の
回
天
の
大
業
に
殊
功
の
あ
っ
た
真
木
和
泉
守
な
ど
は
、

必
ず
し
も
絶
対
随
順
型
の
忠
臣
で
は
な
い
。
か
れ
は
元
治
元

年
七
月
、
あ
え
て
勅
命
に
し
た
が
わ
ず
し
て
、
兵
を
ひ
き
い

て
禁
闕
に
せ
ま
り
、
激
戦
敢
闘
、
戦
い
敗
れ
て
天
王
山
に
退

い
て
自
刃
し
た
。
か
れ
は
、
こ
の
決
断
を
下
す
に
さ
い
し
て

「
そ
の
心
は
楠
公
の
心
な
る
も
、
そ
の
迹
は
足
利
」
と
称
し

た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
徳
富
猪
一
郎
が
そ
の
大
著
「
近
世

日
本
国
民
史
」
の
中
で
、
こ
の
元
治
禁
門
の
変
を
書
い
た
の

は
、
あ
た
か
も
こ
の
二･

二
六
の
直
後
で
あ
っ
た
。
徳
富
蘇

峰
が
禁
門
の
変
の
史
論
を
書
く
と
き
に
、
か
れ
は
二･

二
六

と
禁
門
の
変
と
の
類
似
を
強
く
意
識
し
て
い
た
よ
う
に
思
わ

れ
る
。
た
し
か
に
こ
の
二
つ
の
非
史
の
間
に
は
、
少
な
か
ら
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ぬ
相
似
性
が
感
ぜ
ら
れ
る
。

　

と
。
蘇
峰
は
、
禁
門
の
変
を
書
き
、
事
破
れ
て
死
を
も
っ
て
其

の
責
（
せ
め
）
に
任
じ
た
真
木
和
泉
を
「
実
に
好
男
子
の
風
あ
り
」

と
一
応
の
評
価
を
し
つ
つ
も
、
禁
門
の
変
を
起
こ
し
た
長
州
の
尊

攘
派
に
対
し
て
は
、「
下
策
と
云
ふ
よ
り
下
ゝ
の
下
策
」
の
愚
挙

と
厳
し
い
批
判
を
下
し
て
い
る
の
だ
が
、
葦
津
は
、「
禁
門
の
変

を
愚
劣
な
る
失
策
と
断
じ
、
真
木
和
泉
の
行
動
を
も
っ
て
、
乱
臣

賊
子
の
そ
し
り
を
受
け
て
も
弁
護
の
余
地
が
あ
る
ま
い
と
評
し
た

の
は
同
感
し
が
た
い
。」
と
強
く
反
対
論
を
展
開
し
て
い
る
（「
禁

門
の
変
前
後
」）。
次
に
真
木
の
心
情
に
つ
い
て
、
西
郷
と
頭
山
を

例
に
出
し
て
自
己
犠
牲
の
極
限
と
し
て
の
忠
誠
を
説
明
し
て
い
る

の
は
深
い
洞
察
だ
。

　
　

･　

西
郷
隆
盛
が
、
西
南
の
役
を
戦
っ
た
と
き
の
心
情
も
ま
た

似
た
も
の
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
か
れ
ら
（
真
木
や
西
郷
）

の
行
動
は
、
あ
え
て
勅
命
に
抗
し
た
と
の
そ
し
り
を
ま
ぬ
か

れ
な
い
。
あ
え
て
勅
命
に
抗
し
て
戦
う
以
上
、
賊
名
を
き
せ

ら
れ
、
千
古
に
汚
名
を
の
こ
す
こ
と
も
亦
帰
せ
ね
ば
な
ら
な

い
。
そ
の
胸
中
に
お
い
て
は
、
烈
々
た
る
禁
闕
へ
の
思
慕
の

情
に
燃
え
て
お
り
な
が
ら
も
、
こ
の
時
、
こ
の
場
に
お
い
て

は
、
あ
え
て
勅
命
に
抗
し
て
も
戦
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
決
意
し

た
。
そ
の
行
動
方
式
を
忠
誠
の
論
理
を
も
っ
て
合
理
化
す
る

こ
と
は
で
き
な
い
。
だ
か
ら
真
木
和
泉
は
、
自
ら
「
そ
の
迹

は
足
利
」
と
称
し
た
。
そ
こ
に
は
千
古
に
賊
徒
と
し
て
の
汚

名
を
の
こ
す
こ
と
も
悔
い
ぬ
と
の
覚
悟
が
あ
っ
た
。

　
　

･　

西
郷
が
挙
兵
す
る
前
に
、
佐
賀
の
江
藤
新
平
は
、
賊
徒
と

し
て
の
惨
刑
に
処
せ
ら
れ
た
。
西
郷
が
官
軍
に
抗
し
て
蹶
起

す
る
以
上
、
か
れ
も
ま
た
一
敗
す
れ
ば
獄
門
の
刑
に
か
け
ら

れ
る
と
覚
悟
せ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
胸
中
に
烈
々
た
る
忠

誠
の
情
を
秘
め
な
が
ら
も
、
そ
の
首
は
獄
門
に
懸
け
ら
れ
、

賊
徒
と
し
て
の
汚
名
に
泥
ぬ
ら
れ
、
嘲
り
罵
ら
れ
る
だ
ろ
う
。

し
か
も
獄
門
の
血
に
ま
み
れ
た
首
は
、
な
お
も
忠
誠
の
祈
り

を
つ
づ
け
る
だ
ろ
う
。
こ
こ
に
忠
誠―

自
己
犠
牲
の
極
限
が

あ
る
。
西
郷
が
「
名
も
要
ら
ぬ
」
人
物
を
も
と
め
た
所
以
で

も
あ
ろ
う
。

と
、
朝
廷
の
命
の
ま
ま
に
忠
順
に
必
死
必
敗
の
戦
場
に
赴
い
た
楠

正
成
、
そ
し
て
、
自
己
犠
牲
の
極
限
と
も
い
え
る
「
名
も
要
ら

ぬ
」
心
情
を
具
現
し
た
真
木
和
泉
、
西
郷
隆
盛
の
忠
誠
の
特
徴
を

指
摘
し
な
が
ら
、
二･

二
六
の
将
校
の
心
情
に
ふ
れ
て
、「
痛
恨

の
怨
霊
」
の
生
じ
て
く
る
理
由
を
述
べ
て
い
る
。

　
　

･

二･

二
六
将
校
た
ち
が
、
あ
の
時
点
に
お
い
て
そ
の
志
を
達

成
し
よ
う
と
す
れ
ば
、
か
れ
ら
の
行
動
方
式
は
、
真
木
、
西

郷
の
例
に
し
た
が
う
ほ
か
に
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
だ
が

か
れ
ら
は
、
頭
山
流
の
「
法
外
の
浪
人
」
的
な
修
行
を
し
た

人
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
も
正
常
の
武
人
と
し
て
、
楠
公
を
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典
型
的
理
想
像
と
し
て
教
育
さ
れ
た
人
々
で
あ
っ
た
。
か
れ

ら
は
浪
士
、
真
木
和
泉
「
そ
の
迹
は
足
利
」
と
自
ら
割
り

き
っ
て
し
ま
う
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
頭
山
満
の
よ
う
に

「
賊
名
を
き
せ
ら
れ
て
釜
う
で
さ
れ
る
の
も
よ
い
」
と
達
観

す
る
わ
け
に
は
行
か
ぬ
。
か
れ
ら
は
、
あ
く
ま
で
も
忠
誠
の

臣
と
し
て
の
行
動
方
式
を
固
執
し
た
か
っ
た
。
だ
か
ら
こ
そ
、

最
後
の
時
に
お
い
て
、
た
れ
一
人
と
し
て
奉
勅
命
令
に
反
抗

し
て
で
も
戦
お
う
と
主
張
し
た
者
は
な
か
っ
た
の
が
事
実
で

あ
る
。
か
れ
ら
は
、
そ
の
故
に
こ
そ
、
兵
を
棄
て
て
軍
命
令

に
服
し
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
か
れ
ら
は

賊
名
を
さ
け
え
な
か
っ
た
。

　
　

･　

こ
こ
に
思
い
あ
き
ら
め
き
れ
ぬ
痛
恨
の
怨
霊
の
生
じ
て
来

る
理
由
が
あ
る
。

と
。
こ
こ
に
云
う
頭
山
流
の
「
法
外
の
浪
人
」
的
な
修
行
と
か

「
賊
名
を
き
せ
ら
れ
て
釜
う
で
さ
れ
る
の
も
よ
い
」
と
の
達
観
に

つ
い
て
は
説
明
を
要
し
よ
う
。

　

葦
津
は
、
次
の
よ
う
な
頭
山
観
を
述
べ
て
い
る
。

　
　

･　

こ
の
「
名
も
要
ら
ぬ
」
西
郷
の
悲
願
を
継
承
し
て
修
業
し

た
の
が
頭
山
満
で
あ
る
。
頭
山
は
「
名
も
要
ら
ぬ
」
浪
人
道

の
修
業
者
で
あ
っ
た
。
か
れ
は
、
世
評
を
全
く
無
視
し
て
、

お
の
れ
一
人
の
た
ま
し
ひ
の
命
ず
る
が
ま
ま
に
行
動
し
て
、

生
く
る
も
死
す
る
も
悔
い
る
こ
と
な
か
れ
と
教
え
た
。
か
れ

の
行
動
に
共
感
す
る
者
は
、
か
れ
を
国
士
と
称
し
た
が
、
共

感
し
な
い
者
は
、
傍
若
無
人
の
無
法
者
と
評
し
た
。
か
れ
自

身
は
、
決
し
て
国
士
の
名
に
と
ら
わ
れ
な
か
っ
た
。
か
れ
が

日
独
戦
争
に
、
敵
国
独
逸
の
ス
パ
イ
と
し
て
日
本
政
府
に
追

求
さ
れ
て
い
る
印
度
の
革
命
家
を
援
け
て
、
官
憲
に
抗
争
し

た
と
き
、
か
れ
は
売
国
者
の
汚
名
を
蒙
る
も
辞
せ
ぬ
と
決
意

し
た
。
か
れ
は
思
う
が
ま
ま
に
傍
若
無
人
の
行
動
を
し
た
が
、

自
己
弁
明
を
い
さ
ぎ
よ
し
と
し
な
か
っ
た
。
か
れ
は
名
声
高

き
貴
顕
紳
士
を
冷
嘲
し
た
が
、
賊
の
汚
名
を
き
て
平
然
と
殺

さ
れ
て
い
っ
た
石
川
五
右
衛
門
や
鼠
小
僧
の
ご
と
き
を
男
ら

し
い
と
ほ
め
た
。
こ
れ
は
法
外
の
人―

ア
ウ
ト
ロ
ー―

浪
人

の
道
で
あ
る
。

　

そ
れ
は
、
た
し
か
に
大
丈
夫
た
る
者
の
達
観
で
は
あ
る
。
真
木

和
泉
、
西
郷
隆
盛
は
そ
の
心
境
に
達
し
て
い
る
。
し
か
し
い
か
な

る
世
評
、
汚
名
を
も
気
に
か
け
ぬ
「
名
も
要
ら
ぬ
」
浪
人
の
道
と

い
う
も
の
は
、
決
し
て
武
士
の
常
道
と
は
な
り
が
た
い
と
ま
で
云

う
。

　
　

･　

日
本
の
武
人
は
、
古
く
は
万
葉
の
時
代
か
ら
、
近
く
は
大

東
亜
戦
争
の
時
代
に
い
た
る
ま
で
「
名
」
を
惜
し
む
脈
々
た

る
伝
統
精
神
に
、
は
げ
ま
さ
れ
て
来
た
の
で
あ
る
。
武
人
は
、

金
も
要
ら
ぬ
、
命
も
い
ら
ぬ
精
神
を
教
育
さ
れ
て
来
た
。
功

に
よ
っ
て
昇
進
の
位
を
望
む
精
神
を
抑
制
す
る
こ
と
も
で
き
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た
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
武
人
に
は
「
忠
誠
勇
武
」
の
名
は
惜

し
ま
れ
た
。
不
忠
、
卑
劣
の
汚
名
だ
け
は
何
と
し
て
も
し
の

び
え
な
い
も
の
だ
っ
た
。

　

そ
れ
は
、
武
人
が
、
金
も
要
ら
ぬ
、
命
も
要
ら
ぬ
と
心
を
抑

制
し
修
養
す
る
中
で
も
、
忠
勇
勇
武
の
名
を
惜
し
ま
ぬ
と
い
う
、

「
名
も
要
ら
ぬ
」
と
の
精
神
の
実
行
が
い
か
に
至
難
で
あ
る
か
を

強
調
し
て
い
る
。
そ
れ
は
大
丈
夫
た
る
者
の
達
観
で
あ
っ
て
、
真

木
和
泉
、
西
郷
隆
盛
だ
か
ら
こ
そ
達
し
え
た
も
の
で
、
武
士
の
常

道
と
は
な
り
が
た
く
、
二･
二
六
の
将
校
に
は
期
待
し
え
ぬ
無
理

な
心
境
で
あ
っ
た
と
の
判
断
で
あ
ろ
う
か
。
こ
こ
に
は
、
痛
恨
の

怨
霊
の
生
じ
て
く
る
理
由
を
〝
同
情
心
〟
を
も
っ
て
記
述
し
て
い

る
よ
う
に
感
ぜ
ら
れ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
云
う―
。

　
　

･　

こ
の
切
な
る
怨
霊
は
、
慰
め
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
の

名
誉
は
回
復
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

と
。
楠
公
を
典
型
的
理
想
像
と
教
育
さ
れ
た
二･

二
六
将
校
た
ち

は
、
真
木
和
泉
の
よ
う
に
「
そ
の
迹
は
足
利
」
と
自
ら
割
り
き
っ

て
し
ま
う
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
最
後
の
時
に
お
い
て
、
た
れ

一
人
と
し
て
奉
勅
命
令
に
反
抗
し
て
で
も
戦
お
う
と
主
張
し
た
者

は
な
か
っ
た
。
そ
れ
故
に
こ
そ
、
兵
を
棄
て
て
軍
命
令
に
服
し
た
。

　

そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
か
れ
ら
は
賊
名
を
さ
け
え
な
か
っ
た
。

　

そ
の
問
題
を
社
会
的
に
提
起
し
た
と
い
う
意
味
に
お
い
て
三
島

由
紀
夫
の
「
英
霊
の
声
」
に
は
一
つ
の
大
き
な
意
味
が
あ
る
と
三

島
作
品
の
生
ま
れ
る
下
地
を
指
摘
し
て
い
る
。

　

こ
こ
で
「
社
会
的
に
問
題
提
起
し
た
」
こ
と
に
大
き
な
意
味
が

あ
る
と
評
価
し
て
、
ま
づ
、
そ
の
事
情
を
認
め
た
上
で
、
次
に
、

そ
の
内
容
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る
。

「
英
霊
の
声
」
は�

〝
怨
霊
の
声
〟

　
　

･　

し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
作
品
の
帰
神
（
か
む
が
か
り
）
の

場
に
お
い
て
、
語
ら
れ
て
い
る
霊
魂
の
言
葉
は―

あ
く
ま
で

も
「
怨
霊
の
声
」
な
の
で
あ
っ
て
、
国
体
精
神
の
正
道
を
語

る
「
英
霊
の
声
」
と
解
す
べ
き
も
の
で
は
な
い
。

と
核
心
を
つ
く
。
そ
こ
に
語
ら
れ
る
霊
魂
の
言
葉
は
、
怨
霊
の
声

で
あ
っ
て
、
日
本
の
国
体
精
神
の
正
道
を
語
る
「
英
霊
の
声
」
で

な
い
と
主
張
す
る
の
だ
。
三
島
の
心
情
は
そ
れ
を
受
け
入
れ
る
か

否
か―

。
そ
こ
で
、
国
体
精
神
の
正
道
と
は
何
か
が
問
わ
れ
る
わ

け
だ
が
、
こ
れ
こ
そ
葦
津
の
占
領
中
、
戦
後
に
一
貫
し
て
戦
い
つ

づ
け
て
修
業
探
究
し
て
き
た
直
観
、
説
得
力
が
あ
る
。
こ
こ
に
葦

津
と
三
島
の
国
体
論
の
大
き
な
差
が
で
て
く
る
と
こ
ろ
と
い
え
る

だ
ろ
う
。

　
　

･
こ
こ
で
は
、
占
領
下
の
い
わ
ゆ
る
天
皇
神
格
否
定―

人
間
宣

言
の
詔
書
を
悲
し
み
怨
み
、
こ
の
詔
書
に
よ
っ
て
日
本
の
国

体
が
亡
び
た
な
ど
と
の
絶
叫
が
あ
る
。
た
し
か
に
こ
の
詔
書

は
、
日
本
国
天
皇
が
、
連
合
国
軍
最
高
司
令
官
の
意
思
に
隷
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属
せ
し
め
ら
れ
た
異
常
な
る
条
件
の
下
に
お
い
て
、
喚
発
さ

れ
た
異
例
の
詔
書
で
は
あ
る
。
こ
の
詔
書
の
背
景
に
は
、
悲

し
む
べ
き
複
雑
な
る
歴
史
事
情
が
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
一

系
連
綿
た
る
日
本
国
天
皇
の
詔
書
の
中
に
も
、
異
例
な
も
の

が
絶
無
な
わ
け
で
は
決
し
て
な
い
。
一
度
や
二
度
の
異
例
に

よ
っ
て
、
日
本
の
国
体
が
亡
び
て
し
ま
う
な
ど
と
い
う
こ
と

は
な
い
。
国
体
は
、
遥
か
に
ね
ば
り
強
い
。

　
　

･　

こ
の
物
語
で
は
、
陛
下
が
終
戦
い
ら
い
の
滔
々
た
る
時
代

の
俗
流
に
流
さ
れ
、
祖
宗
伝
来
の
神
な
が
ら
な
る
道
か
ら
遠

ざ
か
り
給
う
た
か
の
よ
う
な
怨
み
の
こ
と
ば
が
書
き
つ
づ
ら

れ
て
い
る
。
だ
が
そ
れ
は
偏
見
に
す
ぎ
な
い
。
そ
れ
が
誤
り

で
あ
る
こ
と
は
、
陛
下
の
占
領
時
代
の
御
歌
を
拝
し
て
も
わ

か
る
。

　
　
　
　

冬
枯
れ
の
さ
び
し
き
庭
に
松
ひ
と
木

　
　
　
　
　
　
　
　

色
変
へ
ぬ
を
ぞ
か
が
み
と
は
せ
む

　
　

･　

濁
流
滔
々
た
る
時
勢
の
中
に
あ
っ
て
、
独
り
祖
宗
の
道
を

守
り
給
う
陛
下
の
悲
痛
な
る
御
心
は
、
こ
の
御
歌
一
首
に

よ
っ
て
も
明
ら
か
で
は
な
い
か
。
し
か
も
怨
霊
の
悲
し
み
は

激
し
く
、
そ
の
怨
み
の
切
な
る
が
た
め
に
、
怒
り
狂
う
怨
霊

に
は
、
こ
の
御
歌
の
こ
こ
ろ
も
分
ら
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。

た
し
か
に
こ
の
帰
神
の
声
は
、
正
常
な
る
「
英
霊
の
声
」
な

の
で
は
な
く
し
て
、
怒
り
苦
し
む
「
怨
霊
の
声
」
で
あ
ろ
う
。

怨
霊
は
な
ぐ
さ
め
ら
れ
、
鎮
め
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
三
島

由
紀
夫
の
こ
の
作
品
は
、
そ
の
必
要
を
痛
感
さ
せ
た
異
色
の

作
で
あ
る
。

と
葦
津
は
結
ん
で
い
る
。
そ
こ
に
は
怨
霊
を
祓
ひ
清
め
る
力
強
い

言
霊
が
感
ぜ
ら
れ
て
く
る
。
こ
れ
だ
け
で
は
納
得
出
来
な
い
人
や
、

さ
ら
に
深
く
探
求
し
た
い
人
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
皇
室
、
国
体
論
か

ら
学
ぶ
と
い
い
だ
ろ
う
。
以
下
そ
の
著
作
の
目
安
を
記
し
て
お
く
。

こ
の
作
品
を
文
芸
に
発
表
し
た
の
が
、
昭
和
四
十
一
年
で
あ
る

か
ら
、
三
島
由
紀
夫
（
一
九
二
五
～
一
九
七
〇
）
は
四
一
歳
で
あ
る
。

こ
の
と
き
、
葦
津
（
一
九
〇
九･

明
治
四
二
年
～
一
九
九
二･

平
成
四
年
）

は
五
十
七
歳
で
、
単
純
に
比
較
し
て
も
、
年
令
差
は
十
五
、
六
歳

違
っ
て
い
る
。
ま
し
て
皇
室
国
体
論
と
い
う
〝
戦
闘
〟
と
も
い
え

る
精
神
思
想
戦
か
ら
み
る
と
違
い
が
出
て
く
る
。
葦
津
の
思
想
運

動
は
、
戦
前
か
ら
は
じ
ま
っ
て
お
り
、（
昭
和
九
年
「
日
本
民
族
の

世
界
政
策
私
見
」
に
は
じ
ま
る
）
敗
戦
占
領
期
に
絶
対
的
占
領
軍
政

下
の
中
で
皇
室
、
神
道
防
衛
論
を
神
社
新
報
の
主
筆
と
し
て
展
開

し
て
戦
後
に
及
ん
で
い
る
。
地
下
出
版
も
多
数
あ
る
。

　

敗
戦
か
ら
昭
和
四
四
年
ま
で
の
皇
室
、
神
道
関
係
の
著
作
を
み

る
と
、

　
　
「
天
皇
意
思
と
一
般
意
思
」（
昭
和
二
七
年
）

　
　
「
天
皇
・
神
道
・
憲
法
」（
昭
和
二
九
年
）

　
　
「
近
代
政
治
と
良
心
問
題
」（
昭
和
三
〇
年
）
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「
神
社
新
報
編
集
室
記
録
」（
昭
和
三
一
年
）

　
　
「
土
民
の
こ
と
ば
」（
昭
和
三
六
年
）

　
　
「
明
治
維
新
と
東
洋
の
開
放
」（
昭
和
三
九
年
）

　
　
「
維
新
問
答
」（
昭
和
四
〇
年
）

　
　
「
日
本
の
君
主
制
」（
昭
和
四
一
年
）

　
　
「
ロ
シ
ア
革
命
史
話
」（
昭
和
四
二
年
）

　
　
「
神
道
的
日
本
民
族
論
」（
昭
和
四
四
年
）

　
　
「
武
士
道―

戦
闘
者
の
精
神
」（
昭
和
四
四
年
）

と
な
っ
て
い
る
。（
こ
れ
ら
は
、
神
社
新
報
社
発
行
の
「
葦
津
珍
彦
選

集
」
三
巻
に
お
さ
め
ら
れ
て
い
る
。）

　

こ
れ
に
対
し
て
三
島
由
紀
夫
が
、
作
家
と
し
て
活
躍
し
だ
す
の

は
、
占
領
後
、
三
十
年
代
に
な
っ
て
か
ら
で
、
思
想
的
な
作
品
を

書
き
出
し
た
の
は
三
十
年
代
後
半
か
ら
か
。
憂
国
（
昭
和
三
十
六
）、

剣
（
昭
和
三
十
八
）、
英
霊
の
声
（
昭
和
四
十
一
）、
そ
し
て
憲
法
改

正
を
求
め
る
楯
の
会
を
結
成
し
た
の
は
昭
和
四
十
三
年
で
、
反
革

命
宣
言
（
昭
和
四
十
四
年
）
が
あ
り
、
昭
和
四
十
五
年
十
一
月
二

十
五
日
、
自
衛
隊
員
に
決
起
を
促
し
た
檄
文
が
あ
る
。

　

禁
門
の
変
の
と
き
は
、
真
木
和
泉
は
数
え
年
五
二
歳
、
来
島
又

兵
衛
は
四
三
歳
で
、
久
坂
玄
瑞
は
二
五
歳
（
高
杉
晋
作
は
二
六
歳
）

で
あ
る
。
こ
の
と
き
大
局
を
み
た
老
成
が
、
逡
巡
す
る
若
手
を
叱

咤
激
励
し
て
決
起
を
促
し
決
戦
し
た
の
に
対
し
て
、
逆
の
意
味
で
、

天
皇
国
体
論
で
は
先
輩
格
の
葦
津
が
（
五
七
歳
）、
皇
室
論
で
気
鋭

の
三
島
（
四
一
歳
）
の
直
情
を
た
し
な
め
な
が
ら
、
国
体
精
神
の

正
道
を
示
唆
し
た
感
が
あ
る
。

　

そ
こ
に
は
天
皇
論
を
め
ぐ
っ
て
の
世
代
と
経
験
の
差
か
ら
生
ず

る
皇
室
観
の
奥
深
さ
を
見
出
す
こ
と
が
出
来
る
。

　

三
島
事
件
の
半
年
ぐ
ら
い
前
、
四
五
年
春
頃
、
戦
前
の
神
兵

隊
事
件
（
昭
和
八
年
）
に
連
な
っ
た
毛
呂
清
輝
（
新
勢
力
誌
を
主
宰
、

葦
津
の
明
治
維
新
研
究
や
武
士
道
論
を
連
載
）
が
、
絶
筆
と
な
っ
た

「
豊
饒
の
海
」
四
部
作
の
執
筆
で
、
三
島
か
ら
取
材
を
受
け
た
こ

と
が
あ
っ
た
。
そ
の
時
に
、
葦
津
の
天
皇
論
（
特
に
土
民
の
こ
と

ば
に
興
味
を
も
っ
た
と
い
う
）
が
話
題
と
な
り
、
昭
和
維
新
運
動
の

先
駆
者
毛
呂
の
仲
介
で
葦
津―

三
島
会
談
が
企
画
さ
れ
た
こ
と
が

あ
っ
た
。
今
の
仕
事
が
終
っ
た
あ
と
に
是
非
に
、
と
の
三
島
の
回

答
で
あ
っ
た
ら
し
い
が
、
実
現
せ
ず
に
終
っ
た
経
緯
が
あ
る
。
実

現
し
て
い
れ
ば
い
か
な
る
問
答
と
な
っ
た
か
興
味
深
い
人
間
関
係

で
あ
る
。
そ
の
後
に
明
ら
か
と
な
っ
た
三
島
の
憲
法
改
定
に
お
け

る
天
皇
論
等
か
ら
み
れ
ば
、
近
代
的
立
憲
君
主
と
し
て
の
天
皇
を

成
文
化
し
た
大
日
本
帝
国
憲
法
（
天
皇
は
統
治
権
の
総
覧
者
）
と
は
、

異
質
の
独
自
の
国
体
観
で
神
格
的
天
皇
を
重
視
し
、
世
俗
的
統
治

を
軽
視
し
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
今
後
の
研
究
課
題
と
い

え
る
も
の
で
あ
る
。

（
明
治
神
宮
武
道
場
至
誠
館
館
長
）




