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特
別
寄
稿
　
早
す
ぎ
た
先
駆
者
〝
真
塩
紋
弥
〟

松
山
容
子
（
女
優
）　
　

も
う
十
何
年
に
も
な
り
ま
す
か
、
烈
し
い
夕
立
に
降
ら
れ
た
夫
、
棚
下
が
、
町
田
市
の
萩
原
ビ
ル
の
三
階
に

雨
宿
り
に
と
び
込
ん
だ
の
が
、
萩
原
先
生
御
夫
妻
と
の
お
つ
き
合
い
の
始
ま
り
で
し
た
。

普
通
、
雨
宿
り
と
い
え
ば
、
軒
先
を
お
借
り
す
る
か
、
ま
た
お
店
で
あ
れ
ば
、
ち
ょ
っ
と
し
た
買
物
で
も
し

な
が
ら
、
雨
の
止
む
の
を
待
つ
も
の
で
し
ょ
う
が
、
何
故
、
わ
ざ

く
ビ
ル
の
奥
の
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
で
三
階
ま

で
上
っ
て
、
一
面
識
も
な
い
萩
原
整
骨
院
で
雨
宿
り
さ
せ
て
頂
い
た
の
か
、
一
度
訊
い
て
み
た
い
と
思
い
な
が

ら
、
つ
い
そ
の
機
会
も
無
い
ま
ゝ
に
過
ぎ
て
し
ま
い
ま
し
た
。

ま
た
、
そ
の
よ
う
な
常
識
外
れ
の
人
間
を
暖
か
く
受
け
容
れ
、
ず
っ
と
お
つ
き
合
い
下
さ
っ
た
萩
原
先
生
御

夫
妻
を
、
現
在
で
は
珍
し
い
、
お
ゝ
ら
か
な
方
々
と
感
心
し
て
居
り
ま
し
た
が
、
今
回
こ
の
作
品
を
読
ま
せ
て

頂
い
て
、
成
程
、
御
先
祖
の
真
塩
紋
弥
の
、
来
る
者
は
拒
ま
ず
、
の
寛
容
の
精
神
が
受
け
継
が
れ
て
い
る
の
か

と
、
ひ
と
り
納
得
し
た
次
第
で
す
。

そ
の
後
、
私
ご
と
で
す
が
、
脚
や
腰
を
痛
め
、
治
療
に
伺
う
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
も
、
御
自
分
た
ち
の
こ
と

は
二
の
次
で
、
他
人
の
為
に
尽
く
す
と
い
う
御
夫
妻
の
お
人
柄
に
、
心
か
ら
感
服
し
な
が
ら
も
、
こ
の
騒
々
し
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い
世
の
中
で
、こ
の
よ
う
に
お
っ
と
り
と
も
の
静
か
に
生
き
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
方
々
も
お
あ
り
な
の
か
と
、ほ
っ

と
心
の
洗
わ
れ
る
思
い
を
し
て
お
り
ま
す
。

そ
れ
も
明
治
維
新
と
い
う
大
動
乱
の
波
に
翻
弄
さ
れ
な
が
ら
も
、
あ
く
ま
で
自
分
の
信
念
に
忠
実
に
生
き
抜

い
た
、
真
塩
紋
弥
の
遺
伝
子
の
成
せ
る
わ
ざ
な
の
で
し
ょ
う
か
。

真
塩
紋
弥
の
よ
う
に
、埋
も
れ
た
─
─
と
言
う
か
、一
部
で
し
か
知
ら
れ
て
い
な
い
篤
志
家
は
、他
に
も
も
っ

と
あ
る
で
し
ょ
う
し
、
そ
れ
に
関
連
し
た
エ
ピ
ソ
ー
ド
な
ど
も
、
い
ろ

く
面
白
い
も
の
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。

例
え
ば
、
勘
定
奉
行
直
属
の
、
八
州
廻
り
特
務
同
心
、
山
村
主
膳
が
、
利
根
川
の
支
流
で
水
運
を
司
る
船ふ

な
お
さ長

で
元
侠
客
の
、
遠
山
常
左
衛
門
、
通
称
〝
赤
腹ど

ん
ぶ
り掛
の
安
〟
が
遠
山
姓
で
あ
る
こ
と
に
目
を
つ
け
、
そ
の
頃
も
庶

民
に
人
気
の
あ
っ
た
〝
遠
山
の
金
さ
ん
〟
こ
と
遠
山
金
四
郎
景
元
の
縁
者
を
詐
称
さ
せ
て
密
偵
に
使
っ
た
こ
と
、

そ
し
て
、
武
州
世
直
し
一
揆
の
報
を
早
々
に
も
た
ら
し
た
手
柄
で
、
勘
定
奉
行
に
目
通
り
を
許
さ
れ
た
〝
赤
腹

掛
の
安
〟
が
、
辰
の
口
の
評
定
所
で
奉
行
相
手
に
仁
義
を
切
っ
た
話
な
ど
、
そ
の
場
面
を
想
像
す
る
だ
け
で
、

思
わ
ず
ふ
き
出
し
て
し
ま
い
ま
し
た
。

ま
た
、
秣
場
騒
動
で
紋
弥
が
入
獄
後
の
家
族
の
苦
悩
や
、
家
を
出
た
息
子
達
と
の
葛
藤
、
二
人
の
息
子
達
が
、

そ
の
後
ど
の
よ
う
に
生
き
た
か
、
な
ど
も
十
分
に
一
編
の
小
説
に
成
り
得
る
素
材
だ
と
思
い
ま
す
。
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〝
天
才
は
故
郷
に
容
れ
ら
れ
ず
〟
の
譬
え
通
り
、
農
民
運
動
の
先
駆
者
で
あ
っ
た
真
塩
紋
弥
も
、
地
元
の
新
聞

で
、
農
民
を
食
い
物
に
す
る
煽
動
家
と
き
め
つ
け
ら
れ
ま
し
た
。

し
か
し
、
そ
れ
以
上
に
紋
弥
を
傷
つ
け
た
の
は
、
一
番
自
分
を
理
解
し
て
い
た
次
男
の
順
之
助
が
、
警
察
に

よ
る
自
宅
襲
撃
の
際
に
、
激
し
く
抵
抗
し
て
撲
殺
さ
れ
た
こ
と
ゝ
、
双
子
を
忌
む
迷
信
に
捉
わ
れ
た
母
の
嫌
悪

を
避
け
る
為
に
、
評
判
の
美
人
に
育
っ
た
双
子
の
娘
達
を
、
横
浜
の
旧
知
の
許
に
預
け
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
た

こ
と
で
し
ょ
う
。

傷
心
の
紋
弥
は
、
心
の
依
り
所
を
求
め
て
、
地
元
の
妻
沼
歓
喜
院
聖
天
堂
の
院
主
、
鈴
木
大
全
に
面
談
を
乞

い
、
獄
中
の
生
活
で
強
い
男
に
な
る
に
は
、
優
し
さ
に
徹
す
る
こ
と
が
大
切
と
悟
っ
た
、
と
語
っ
て
い
ま
す
。

そ
し
て
幕
府
崩
壊
後
、
十
手
を
返
上
し
て
船
頭
に
戻
っ
た
赤
腹
掛
の
安
と
旧
交
を
あ
た
ゝ
め
た
と
き
、
自
分

を
喜
ば
せ
る
為
と
彼
の
心
情
を
思
い
や
っ
て
、
追
従
め
い
た
拙
い
冗
談
に
も
興
じ
る
な
ど
、
一
応
は
穏
や
か
な

日
々
を
過
ご
し
た
よ
う
で
す
。

そ
の
後
、
鈴
木
大
全
の
助
言
を
受
け
、
長
女
厚
に
門
弟
中
島
竹
次
郎
を
養
子
に
迎
え
ま
し
た
。
家
運
は
次
第

に
傾
い
た
と
は
い
え
、
妻
サ
ダ
に
看
と
ら
れ
て
の
七
十
四
才
の
最
後
は
、
波
瀾
に
満
ち
た
生
涯
と
は
対
照
的
に
、

静
か
な
も
の
だ
っ
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

食
糧
の
自
給
率
や
遺
伝
子
組
換
え
食
品
、
農
家
の
後
継
者
不
在
、
休
耕
田
や
里
山
の
荒
廃
等
が
問
題
に
な
っ

て
い
る
今
、そ
し
て
一
方
で
は
大
企
業
に
よ
る
農
業
参
入
や
、一
部
の
若
者
達
の
農
業
志
向
な
ど
が
話
題
に
な
っ
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て
い
る
現
在
を
、
真
塩
紋
弥
な
ら
ど
う
感
じ
る
こ
と
で
し
ょ
う
。

紋
弥
が
提
唱
し
た
重
農
主
義
に
た
ち
戻
る
こ
と
は
、
今
更
あ
り
得
な
い
と
し
て
も
、
農
業
を
重
視
す
る
と
い

う
信
念
は
、
先
見
の
明
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。

た
ゞ
、
い
つ
の
世
も
、
早
す
ぎ
る
先
駆
者
は
容
れ
ら
れ
な
い
の
が
常
の
よ
う
で
、
紋
弥
も
時
代
の
犠
牲
者
と

言
え
る
と
思
い
ま
す
。

利
害
を
度
外
視
し
て
、
自
分
の
信
念
に
忠
実
に
生
き
た
真
塩
紋
弥
の
生
涯
を
、
自
己
中
心
の
人
間
が
多
い
今

こ
そ
、
広
く
知
ら
れ
て
ほ
し
い
と
願
っ
て
や
み
ま
せ
ん
。

書
評
解
説
「
関
係
性
が
織
り
な
す
物
語
」

村
木 

哲
（
評
論
家
）　
　

著
者
、
た
な
か
踏
基
の
著
わ
す
歴
史
（
時
代
）
小
説
に
は
、
大
き
な
特
徴
が
あ
る
。

そ
れ
は
、
為
政
者
や
公
権
力
の
中
枢
に
い
る
人
物
に
焦
点
を
あ
て
て
い
く
の
で
は
な
く
、
地
方
の
足
軽
、
陶

工
や
や
く
ざ
も
の
、
そ
し
て
、
山
師
や
鉱
山
師
と
い
っ
た
人
物
た
ち
が
物
語
を
動
か
し
て
い
く
こ
と
に
あ
る
。

し
か
も
そ
れ
ぞ
れ
が
、
薬
種
栽
培
、
陶
芸
、
横
浜
元
町
の
新
興
開
拓
、
鉄
山
採
掘
と
い
っ
た
必
ず
し
も
、
歴
史
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の
表
舞
台
と
し
て
脚
光
を
浴
び
る
よ
う
な
と
こ
ろ
で
は
な
い
場
所
か
ら
、
そ
の
独
自
の
物
語
世
界
を
放
っ
て
い

る
と
い
っ
て
い
い
。
そ
も
そ
も
、
歴
史
と
い
う
も
の
は
、
教
科
書
的
に
記
述
さ
れ
た
こ
と
だ
け
が
、
正
史
と
い

う
わ
け
で
は
な
い
。
細
部
に
横
た
わ
っ
て
幾
つ
も
の
断
片
が
あ
り
、
そ
れ
ら
が
層
と
な
っ
て
重
ね
あ
わ
さ
れ
、

歴
史
と
い
う
描
像
は
表
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
為
政
者
の
権
力
の
変
遷
に
ま
つ
わ
る
こ
と
だ
け
が
、
歴
史
と
い
う

も
の
で
は
な
い
か
ら
だ
。

本
書
も
ま
た
、
幕
末
・
明
治
初
期
と
い
う
激
動
す
る
時
代
空
間
が
背
景
に
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
中
心
と

な
る
人
物
像
は
、
八
州
廻
り
、
利
根
川
の
船
長
、
漢
学
者
、
や
が
て
そ
の
妻
と
な
る
薬
草
採
取
を
生
業
と
す
る

女
と
い
う
よ
う
に
、
尊
王
だ
、
攘
夷
だ
と
い
っ
た
喧
騒
と
は
無
縁
の
場
所
か
ら
物
語
は
、
は
じ
ま
っ
て
い
く
。

文
久
三
（
一
八
六
三
）
年
秋
、
本
庄
宿
（
現
在
の
埼
玉
県
本
庄
市
）
を
根
拠
地
に
積
み
荷
の
運
搬
を
す
る
平

田
舟
の
親
方
で
元
侠
客
・
遠
山
常
左
衛
門
の
も
と
へ
、
八
州
廻
り
特
務
の
山
村
主
膳
が
訪
ね
て
き
て
、
密
偵
と

し
て
働
か
な
い
か
と
頼
ま
れ
る
。「
一
度
は
高
崎
で
任
侠
道
に
嵌
っ
た
常
左
衛
門
が
挫
折
し
た
と
は
い
え
、
今

度
は
何
と
八
州
廻
り
の
密
偵
…
／
年
甲
斐
も
無
く
身
裡
に
鼓
動
と
横
溢
な
気
が
漲
る
思
い
が
し
」
て
、
引
き
受

け
る
こ
と
に
す
る
。

上
州
堤
ケ
岡
村
出
身
の
青
年
・
真
塩
紋
弥
は
、
郷
里
を
後
に
し
て
江
戸
に
出
た
の
が
十
三
歳
の
時
で
あ
っ
た
。

漢
学
の
私
塾
で
勉
学
に
励
む
た
め
で
あ
っ
た
が
、
六
年
間
学
ん
で
き
た
と
こ
ろ
で
師
匠
が
亡
く
な
り
、
将
来
に

対
し
て
の
不
安
を
抱
え
て
い
た
。
師
の
亡
き
後
の
塾
に
薬
草
採
取
の
目
的
で
二
人
の
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
人
が
訪
ね
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て
く
る
。
そ
の
応
対
に
苦
慮
し
て
い
た
紋
弥
が
、
以
前
、
薬
種
の
こ
と
で
世
話
に
な
っ
た
多
摩
郡
金
井
村
（
現
・

町
田
市
）
の
萩
原
六
右
エ
門
に
江
戸
へ
来
て
も
ら
お
う
と
考
え
、
使
い
を
出
し
た
と
こ
ろ
、
や
っ
て
き
た
の
が
、

六
右
エ
門
の
次
女
萩
原
定
だ
っ
た
。

そ
し
て
、
定サ

ダ

と
紋
弥
が
、
二
人
の
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
人
を
小
石
川
薬
草
園
に
案
内
し
た
帰
り
、
四
人
は
、「
浪

人
風
侍
と
ヤ
ク
ザ
男
」
に
絡
ま
れ
て
し
ま
う
。
そ
こ
に
、
江
戸
に
出
て
き
て
い
た
主
膳
と
常
左
衛
門
が
遭
遇
し
、

結
果
的
に
紋
弥
と
サ
ダ
は
救
わ
れ
る
と
い
う
、
物
語
の
中
心
人
物
の
四
人
が
初
め
て
出
会
う
場
面
が
あ
る
。

こ
こ
で
は
、
サ
ダ
の
際
立
っ
た
存
在
性
が
描
出
さ
れ
る
こ
と
に
、
わ
た
し
は
、
惹
き
込
ま
れ
た
。

主
膳
が
浪
人
風
侍
た
ち
に
「
ど
こ
の
ご
身
内
か
？
」
と
問
い
掛
け
る
の
を
無
視
し
た
こ
と
に
、
憤
り
、
サ
ダ

は
次
の
よ
う
に
、
侍
と
応
答
し
て
い
く
。

「『
ち
ょ
っ
と
お
待
ち
下
さ
い
。
お
侍
さ
ま
』
／
瓜
実
顔
の
女
が
欅
を
外
し
な
が
ら
声
を
発
し
た
。
／
『
何
だ

百
姓
女
の
出
る
幕
じ
ゃ
ね
え
。
引
っ
込
み
な
！
』
／
『
そ
の
百
姓
女
が
お
尋
ね
申
し
上
げ
ま
す
。
皆
様
方
は
何

処
の
お
身
内
で
ご
ざ
い
ま
す
か
？　

先
程
の
主
殿
の
問
い
に
お
応
え
下
さ
い
ま
し
。
ご
浪
人
さ
ま
、
こ
の
武
家

屋
敷
界
隈
を
一
体
何
と
心
得
て
お
ら
れ
ま
す
か
？
』」

「
危
機
に
あ
」
り
な
が
ら
、「
野
良
着
女
の
度
胸
に
、
主
膳
、
常
左
衛
門
共
に
舌
を
巻
い
た
」
と
、
同
時
に
、

紋
弥
も
ま
た
、「
修
羅
場
で
も
平
然
と
落
ち
着
き
、
啖
呵
め
い
た
台
詞
を
吐
く
お
サ
ダ
」
に
好
感
を
持
ち
、
や

が
て
ふ
た
り
は
夫
婦
と
な
り
、
塾
を
引
き
継
い
で
い
く
こ
と
に
な
る
の
だ
。
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こ
こ
か
ら
、
紋
弥
と
サ
ダ
、
主
膳
と
常
左
衛
門
と
い
う
ふ
た
つ
の
層
が
織
り
な
し
て
、
物
語
は
進
ん
で
い
く

と
い
う
、
重
要
な
物
語
の
核
と
も
い
え
る
場
所
で
あ
る
。　

主
膳
の
獄
中
で
の
自
死
と
い
う
悲
劇
を
描
い
た
後
、
物
語
は
終
景
へ
近
づ
き
な
が
ら
、
紋
弥
が
指
導
的
役
割

を
果
た
す
こ
と
に
な
る
群
馬
秣
場
騒
動
へ
と
活
写
さ
れ
て
い
く
。

秣
と
は
牛
や
馬
の
飼
料
に
な
る
草
の
こ
と
で
あ
り
、
秣
場
は
、
農
民
た
ち
が
共
同
で
管
理
す
る
場
所
で
あ
っ

た
。
そ
れ
が
、
官
有
地
と
な
っ
た
こ
と
か
ら
入
会
権
の
侵
害
と
し
て
村
民
た
ち
が
抵
抗
し
て
い
っ
た
の
が
、
群

馬
秣
場
騒
動
の
発
端
で
あ
っ
た
。

明
治
新
政
権
に
よ
る
改
革
と
い
う
も
の
は
、
村
落
共
同
体
的
な
関
係
を
、
中
央
集
権
の
な
か
に
組
み
入
れ
て

統
治
し
て
い
く
も
の
で
あ
っ
た
。
わ
た
し
た
ち
は
、
明
治
期
以
降
の
歴
史
教
科
書
的
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
中
で
、
江

戸
期
の
身
分
差
別
の
構
造
が
強
調
さ
れ
、
明
治
近
代
は
開
か
れ
た
も
の
と
し
て
教
え
込
ま
れ
て
き
た
と
い
っ
て

い
い
。
し
か
し
、
た
な
か
踏
基
に
よ
る
物
語
の
モ
チ
ー
フ
は
、
身
分
制
を
超
え
た
関
係
性
の
基
調
の
よ
う
な
も

の
が
、
江
戸
期
の
方
に
緩
や
か
に
横
断
し
て
い
た
と
見
做
し
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
。

紋
弥
、
サ
ダ
、
主
膳
、
常
左
衛
門
と
い
う
物
語
の
中
心
の
四
人
が
織
り
な
す
関
係
性
こ
そ
が
、
時
間
性
や
既

知
の
歴
史
性
を
超
え
て
、
わ
た
し
た
ち
に
と
っ
て
は
、
普
遍
的
な
こ
と
な
の
だ
と
、
伝
え
て
い
る
よ
う
に
、
わ

た
し
に
は
思
わ
れ
る
。
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