
正
十

三
年
、
誓
子

は
東
大
法
学
部

の
三
年
生

(
当
時

の
大
学

の
学

部

は

三

年

制
)

で
、
高
等
文

官
試
験
を
受
け
る
た

め
に
鋭
意
勉
学
中

で
あ

っ
た
。
高
文
試

験

の
成
績
如
何
は
、
そ

の
こ
ろ
の
法

科
系
統

の
学
生

の
将
来
を
決
定
す
る
も

の

だ

っ
た
の
で
あ
る
。
貧
寒
と
し
た
下
宿

で
、
ひ
と
り
外
套
な
ど
ひ

っ
か
ぶ
り
な

が
ら
、
埋
み
火

を
か
き
た
て
て

い
る
作
者

の
姿

が
目
に
う
か
ぶ
。
.

教
年
前
、
沢
木
欣

一
さ
ん

の
主
宰

し
て

い
る
俳

誌

「
風
」
が
二
十
周
年

記
念

号

を
編

ん
だ

と
き
、
諸
方

面
に

〈
近
代
俳
句

中
の
愛
誦
句

〉
を
尋

ね
る
ア
ン
ケ

ー
ト
を
発
し
た
こ
と
が
あ
る
。
そ
の
際
、

請
わ
れ
る
ま
ま
に
わ
た
し
は
こ
の
句

を
あ
げ

て
お

い
た
。
と
こ
ろ
が

四
十
名
ば

か
り

の
回
答
者

の
う
ち
、
わ
た

し
を

ふ
く

め
て
四
名
が
同

一
の
句
を
あ
げ
た

の
だ

っ
た
。
万
を
も

っ
て
数
え
ら

れ
る

は
ず

の
近
代
俳
句

の
中

か
ら
、
十
名

に

一
人

の
割

で
同

一句

を
選
ぶ
と

い
う

の

は
、

い
さ
さ

か
異
常

で
あ

る
。
東
京
新
聞
が
文
芸
欄

の

コ
ラ
ム
で
さ

っ
そ
く

こ

の
こ
と
.を
と
り
あ
げ
、

「
興
味
深

い
現
象
だ
」
と

か
評

し
て
い
た

こ
と
を
覚
え

て
い
る
。

要
す

る
に
当
節

は
、
学
問
す
る
た

め
に
は
物
心
両
面

で
し

の
ぎ

に
く

い
ご
時

世
な

の
で
あ
ろ
う
。
そ

の
こ
と
を
暗

々
裡

に
み
な
が
感

じ
て
い
て
、
そ
れ
が
は

し
な
く
も
如
上

の
ア

ン
ケ
ー
ト
の
結
果
を
も
た
ら

し
た
も

の
と

思

わ

れ

る
。

が
、
学
問

の
世
界

に
は
、
由
来

こ
の
句

に
み
ら
れ
る
よ
う
な

〈
さ
び
し
さ
〉
は

つ
き
も

の
な

の
で
あ

る
。
た
だ
、
昨
今

の
よ
う

に
お
互

い
に
激
流

に
も
ま
れ
て

い
る
と
、
そ
れ
が

こ
と

の
ほ
か
身

に
ひ
び
く
と

い
う
ま

で
に
す
ぎ
ま

い
。

で
、
あ
え

て
青
臭

の
言
辞
を
弄
す
る
な
ら
、
学
問

の
府
で
あ
る
大
学
に
あ

っ

て
は
、
常

住
そ
う
し
た

〈
さ
び

し
さ
〉
が
核
と
し
て
存
在
す
べ
き
で
あ
る
よ
う

に
思
う
。
と
こ
ろ

で
わ
た
し
が

、
そ
ん
な
気
味

を
面
貌
に
た
だ
よ
わ
せ
允
学
生

諸

君
を
目
に
す
る

の
は
、

い
つ
も
四
年

の
ゼ

ミ
の
後
期
1

そ
れ
も
肌
寒

さ
を

覚
え
る
こ
ろ
だ
。
も

っ
と
具
体
的
に

い
え
ば
、
卒
論

の
執

筆
に
か
か
り
だ
す
こ

ろ

で
あ
る
。
そ
れ
ま

で

〈
楽
し
さ
〉

い

っ
ぱ

い
だ

っ
た
諸
君

の
顔
が
、

に
わ
か

に
曇
り
だ
す
。

ヘ

ヘ

へ

「
苦
し

い
か
ね
」

「
苦
し

い
で
す
」
1

そ
ん
な
楽
し

い
会
話

が
、
親
身

に

諸

君
と
交
わ
せ
る
よ
う
に
な
る
。
そ

の
会
話

が

や

が

て
、

「
苦
し

い
か
ね
」

「
で
も
、
す
こ
し
楽

し

い
」
と

い
う
ふ
う

に
変

り
は
じ
め
る
の
が
、
十
二
月

の

声

を
聞
く
こ
ろ
。
そ
の
こ
ろ
に
は
、

「
も

っ
と
早
く

か
ら
取

り
組

め
ぱ

よ
か

っ

た
」

「
も
う

二
、

三
年

ほ
し

い
。
そ
う

し
た
ら
、

も
う

す
こ
し
ま

し
な

も
の
が

書

け
る
よ
う

に
な

る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
」

と

い
っ
た
嘆
声

も
、
諸

君
か
ら
洩

れ

る
よ
う

に
な

る
。
そ

れ
は
諸

君
が
、
真

に
女
子
大
生
ら

し

い
美

し
さ

に
輝
く
季

節

で
あ

る
。

そ

し
て
卒
論

の
完
成
、
提
出
。
面
接
を
す
ま
せ
、
重
荷
を

お
ろ

し
た
諸
君

は

ヘ

へ

口
を
そ
ろ
え

て
、

「
は
じ

め
て
勉
強
を

し
た

よ
う
な
気
が

し
ま
す
」
と

い
う
。

そ
う

し
て
本
当

の
美
人

に
な

っ
た
と

こ
ろ
で
、
諸
君

は
そ
そ
く
さ
と
校
門
を
出

て

い

っ
て
し

ま

う

。

そ

の
く

り

返

し
。

1

た

だ

思

う

、

そ

う

い
う

沈

着

で
、

キ

ラ
キ

テ
し

い
瞳
を
輝
か
す
学
生
諸
君

に
、

い
つ
も
あ

ふ
れ

て
い
る
べ
き
大
学

の
あ
り
方
を
。
激
動

・
混
迷
す
る
世
情

の
中
に
あ

っ
て
は
、
な
お
さ
ら
に
、
で

'

あ
る
。

卒

論

雑

感

ー

近
代

山
崎

一
穎

今
ま

で
三
期

生

(
十
二
名
)
と
四
期
生

(
二
十
五
名
)

の
近
代
文
学
関
係

の

卒
業
論
文

の
指
導
に
あ
た

っ
た
者

と
し
て
、
気

付

い
た
事

を
述
べ
て
見

た

い
。

卒
業
論

文

の
テ
ー

マ
が
、
カ
リ
キ

ュ
.ラ

ム
で
採
り

挙
げ

た
作
家
研
究
、
・
作
品
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研

究
と
同

一
で
あ

る
と
言
う
た
弊

か
ら
、
徐

々
に
抜

け
出

し
て
来

て

い
る
事

は

喜
ば

し
い
事

で
あ

る
。
各
大
学

に
共
通

し
て
言
え
る
事
は
、
年

々
近
代

文
学
専

攻

の
学
生
が
多
数
を
占

め
て
い
る
事

で
あ

る
。
け
だ
し
、
そ

の
内
実

は
、
非
常

に
熱

心
か
、
さ
も
な
く
ば
、
怠
け
者

に
峻
別

さ
れ
る
よ
う
で
あ
る
。
本
学

は

一

様

に
皆
熱
心

で
あ
る
。
た
だ

し
、
熱

心
さ

の
方
向
が

い
さ

さ
か
異

っ
て

い
る
面

も
見
ら
れ
な
く
な

い
。
不
断

か
ら
論
文

の
ス
タ
イ
ル
に

つ
い
て
は
、
喧

し
く
言

っ
て
来
た

の
で
、
そ
れ

は
出
来

て
い
る
が
、
や

は
り
、
原
典
を
精
読
す

る
仕
方

と
、
そ

の
中
か
ら
問
題
点
を
見
出
し
て
、
論
理
化
す
る
力
が
不
足
し

て
い
る
。

原
典
を
精
読
す
る
こ
と
を
強
調
す
る
と
、
論

文

は
そ

の
要
約

に
な

っ
て
し
ま

っ

た
り
、
逆

に
問
題
意
識

が
旺
盛
故

に
、
論
理
が
上
滑
り

し
て
し
ま

っ
て
、
独
断

に
落

込
ん
で
し
ま
う
と

い
う
矛
盾

も
見
ら
れ
る
。
卒
直

に
言
え
ば
、

三
年
次

の

レ
ポ
ー
ト

の
方
が
面
白

い
の
に
、
四
年
次
に
な
る
と
、

つ
ま
ら
な
く
な
る

の
は

何
故

で
あ
ろ
う
か
。
ど
う
も
四
年
次

に
な
る
と
、
他

の
研
究
論
文
が
気

に
な

る

と
見
え
て
、
そ
れ
に
倚
懸

っ
て
、
原
典
を
離
れ

て
し
ま

っ
て
い
る
の
で
は
な

か

ろ
う
か
。
ど

ん
な
形

の
も
の
で
も
、
己
れ

の
肺
腑
か
ら
滲
み
出
た
も

の
で
あ

っ

て
ほ
し

い
。
近
代
文
学
関
係

の
文
献

の
調
査

の
仕
方
が
ま
だ
十
分

で
な

い
。
喫

茶

店
に
入
る
よ
う
に
気
易
く
図
書
館

に
入
り
た

い
も

の
で
あ
る
。

大
分

悪
口
を
書

い
た
が
、
私

の
ゼ
ミ

の
論
文

の
傾
向

に
つ
い
て
述
べ

て
み
た

い
。
明
治

・
大
正

・
昭
和

に
わ
た

っ
て
お
り
、
中

々
バ

ラ

エ
テ
ィ
に
富

ん
で
い

て

一
概
に
言
え
な

い
が
、
作
家
論
よ
り
作
品
論
が
多

い
。
傾
向
と

し
て
は
悪
く

な

い
が
、
全
体
を
見
通
す
力
が
不
足
し

て
い
る
と
も
言
え

よ
う
。
島
崎
藤
村
、

夏
目
漱
石
、
森
鴎

外
、
有
島
武
郎
、
芥
川
竜
之
介
等
が
多

い
。
樋

口

一
葉
、
林

芙
美
子
も
見
ら
れ
る
。
作
品

の
成
立

過
程
を
検
討

し
た
も

の
と

し
て
、

『
時
任

謙
作
』
か
ら

『暗

夜
行
路
』

へ
、

『
或

る
女

の
グ

リ

ン

プ

ス
』

か
ら

『
或

る

女
』

へ
と

い

っ
た
論
文
も
見
ら
れ
る
。

一
つ
の
テ
ー

マ
を
決

め
て
、
広
く
展
望

し
よ
う
と
し
た
論

文
と
し
て
、

〈
樋

口

一
葉
日
記

に
見
ら
れ
る
意
識

の
流
れ
〉
、

〈
独
歩
文
学

に
見
ら
れ
る
自
然
観
〉
、〈
自
然

主
義
文

学
に
於
け

惹
家

の
考
察
〉
、

が
あ

る
。

ま
た
児
童
文
学

と
し
て
は
、
藤
村

と
の
関
連

で
把

え
た

宮

口

し

づ

え
、
宮
沢
賢
治
、
新
美
南
吉
等

も
見

ら
れ
る
。
私

の
ゼ
ミ
は
八
○
枚

で
書
く

よ

う

に
言

っ
て
い
る
の
で
、
作
品

で
あ

っ
て
も
、
前
後

二

・
三
の
作
品
を
考
究

し

て
お
り
、
今

一
歩
進
む
と
作
家
論

の
糸

口
に
な

っ
て
大
変
良

い
と
思

っ
て
い
る

の
だ
が
。
新

し
い
分
野
と
し

て
は
、
鴎
外

の
創
作
集

『
走
馬
燈
』

『分

身
』

の

世
界
を
検
討

し
た
論
文
も
あ
り
、
夏
目
漱
石

の

『
漾

虚

集
』

『
夢

十

夜
』
を

〈
見

る
も

の
〉
と

〈
見
ら
れ
る
も

の
〉
と

い
う
発
想

で
把
え
た
論
文
も
あ
る
。

年

々
テ
ー

マ
も
広
が
り

つ
つ
あ
り
、
喜
ば
し

い
事

で
あ
る
が
、
更

に
自
己
と

切
り
結
ぶ
よ
う
な
論

文
で
あ
り
た

い
。
小

さ
く
て
大
き
な
世
界
を
構
築
し
た

い

も

の
で
あ
る
。
諸
君
等

の
努
力

に
期
待

し
た

い
。

卒
論
を
読
ん
で

ー

近
代

菊
地

弘

,

こ
の
と

こ
ろ
暮

か
ら
新
年

に
か
け

て
卒
業
論

文
を
読
む

の
が
慣
わ
し
と
な

っ

て
し
ま

っ
た
。
卒
論
を
読
む

の
だ
と
心
に
決
め
て
し
ま
え
ば
、
落
着
[い
て
し
ま
.

う
も

の
で
、
慌
し
く
動
き
ま
わ

っ
て
い
る
世
間

の
有
様
が
む
し
ろ
滑
稽
に
思
え

て
く

る
。
世
間
を
横
目

で
見
な
が
ら
、
私
は

一
枚

一
枚

の
卒
論
原
稿
を
余
裕
を

も

っ
て
読
む

こ
と
が
出
来
る

の
で
あ
る
。

常
日
頃
、
卒
論

の
対
象
と
す
る

作
家
は

で
き
る
だ
け
大
き
な
作
家
を
選
ぶ

よ

う

に
、
ま
た

で
き
れ
ば
個
人
全
集

の
刊
行
さ
れ

て
い
る
作
家
が

い
い
と
指
導

し

.

.て
い
る
こ
と
と
、

こ
の
二
、

三
年
私
が
演
習

で
行

っ
て
い
る
授
業
が

一
九

一
〇
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