
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ
　
や

三
島
由
紀
夫
の
書
い
た
二
つ
の
「
熊
野
」

木
　
　
谷

　
三
島
由
紀
夫
は
「
熊
野
」
と
い
う
作
品
を
二
つ
残
し
て
い
る
。
一
つ
は
昭
和

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
っ
ほ
み
か
い

三
十
年
二
月
の
中
村
歌
右
衛
門
の
白
主
公
演
「
苔
会
」
の
た
め
に
書
か
れ
た

歌
舞
伎
の
「
熊
野
」
、
そ
し
て
も
う
一
っ
は
四
年
後
の
三
十
四
年
四
月
「
声
」

に
発
表
さ
れ
た
『
近
代
能
楽
集
』
の
「
熊
野
」
で
あ
る
。
歌
舞
伎
の
「
熊
野
」

に
つ
い
て
の
先
行
研
究
は
少
な
く
、
『
近
代
能
楽
集
』
の
「
熊
野
」
も
、
同
集

に
収
め
ら
れ
た
他
作
品
と
比
し
、
研
究
が
進
ん
で
い
る
と
は
言
い
難
い
。
本
稿

で
は
、
三
島
の
二
つ
の
「
熊
野
」
の
系
譜
を
た
ど
り
、
異
な
っ
た
ジ
ャ
ン
ル
の

二
つ
の
芸
能
に
対
す
る
三
島
の
姿
勢
の
差
、
ま
た
三
島
文
学
に
お
け
る
「
三
島

歌
舞
伎
」
の
位
置
に
つ
い
て
考
察
し
た
い
。

謡
曲
「
熊
野
」

　
三
島
は
六
つ
の
歌
舞
伎
作
品
を
残
し
て
お
り
、
「
熊
野
」

じ
一
、
一
く
へ
ん
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
わ
し
う
り
二
い
の
ひ
き
あ
み

「
地
獄
変
」
（
昭
２
８
・
１
２
）
、
「
鰯
売
恋
曳
網
」
（
昭
２
９
・
ｕ
）

　
　
　
　
　
三
島
由
紀
夫
の
書
い
た
二
つ
の
「
熊
野
」

は
彼
に
と
っ
て

に
続
く
歌
舞
伎

第
三
作
で
あ
る
。
三
島
は

　
　
歌
右
衛
門
丈
か
ら
「
熊
野
」
を
舞
踊
化
し
て
苔
会
で
や
り
た
い
か
ら
、
台

　
　
本
を
書
い
て
く
れ
、
と
た
の
ま
れ
た
の
が
昨
年
（
昭
和
二
十
九
年
　
引
用

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
－
一

　
　
者
注
）
十
一
月
の
上
旬
で
あ
っ
た
。

と
執
筆
の
経
緯
を
記
し
て
い
る
。
「
地
獄
変
」
も
「
鰯
売
恋
曳
網
」
も
歌
右
衛

門
に
は
め
て
書
い
た
も
の
の
、
「
熊
野
」
の
よ
う
に
歌
右
衛
門
に
依
頼
さ
れ
書

い
た
作
品
で
は
な
い
。
だ
か
ら
「
『
熊
野
』
こ
そ
三
島
さ
ん
が
歌
右
衛
門
さ
ん

　
　
　
　
　
　
　
　
ラ
一
一

に
与
え
た
最
初
の
作
品
」
で
あ
る
わ
け
だ
。

　
苔
会
と
は
歌
右
衛
門
が
「
蒼
の
よ
う
な
未
熟
な
芸
だ
が
い
ろ
い
ろ
な
ジ
ャ
ン

ル
の
人
と
共
演
し
て
勉
強
し
、
将
来
花
を
咲
か
せ
た
い
」
と
い
う
気
持
ち
で
作

　
　
　
　
　
　
　
ｒ
４
一

っ
た
彼
の
「
勉
強
会
」
で
、
計
三
回
公
演
が
あ
っ
た
。
当
時
の
歌
舞
伎
界
は
吉

右
衛
門
劇
団
、
菊
五
郎
劇
団
に
わ
か
れ
て
お
り
、
歌
右
衡
門
は
こ
の
こ
と
に
触

れ
「
な
ん
と
か
全
体
の
交
流
が
ほ
し
い
と
思
っ
て
始
め
た
」
と
し
て
い
る
。
公

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
九



　
　
　
　
　
三
島
由
紀
夫
の
書
い
た
二
つ
の
「
熊
野
」

　
　
　
　
　
　
　
　
あ
さ
ま
が
た
け
　
　
　
　
お
し
の
ム
す
ま
二
い
の
む
つ
二
と

演
で
は
「
け
い
せ
い
浅
間
嶽
」
、
「
鴛
鴛
襖
恋
睦
」
な
ど
の
古
典
物
を
復
活

さ
せ
、
ま
た
三
島
の
「
熊
野
」
、
北
條
秀
司
の
「
妄
執
」
、
千
谷
道
雄
の
「
節

分
」
な
ど
新
乍
の
上
演
に
も
力
を
入
れ
た
。
こ
れ
ら
は
後
に
本
公
演
で
も
上
演

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

さ
れ
た
が
、
歌
右
衛
門
が
「
そ
ん
な
中
で
も
『
熊
野
』
は
一
番
上
演
さ
れ
て
」

い
る
、
と
い
う
よ
う
に
、
計
五
回
、
本
公
演
に
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。

　
・
作
者
の
蜆
い
、
明
暗
双
面
は
消
化
不
良
だ
が
、
文
辞
の
整
っ
て
い
る
点
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
¢

　
　
他
の
作
者
に
は
な
い
強
味
だ
と
、
い
つ
も
思
う
。

　
・
や
は
り
安
定
度
の
高
さ
は
「
熊
野
」
に
あ
っ
た
。
三
島
由
紀
夫
の
歌
舞
伎

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

　
　
に
遺
す
古
典
と
し
て
さ
ら
に
上
演
が
か
さ
ね
ら
れ
る
に
違
い
な
い
。

と
作
品
そ
の
も
の
を
高
く
評
価
す
る
劇
評
が
あ
る
一
方
、

　
・
出
す
た
び
に
工
夫
が
こ
ら
さ
れ
、
充
実
し
た
舞
台
と
な
っ
た
の
は
歌
右
衛

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
門
の
力
で
、
作
自
体
の
優
れ
て
い
る
せ
い
で
は
な
い
。

と
す
る
も
の
も
あ
る
。
し
か
し
歌
右
衛
門
は
、
「
そ
れ
だ
け
回
数
が
重
ね
ら
れ

た
と
い
う
の
も
、
や
っ
ぱ
り
三
島
さ
ん
の
作
が
よ
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
し
ょ

　
＠

う
ね
」
と
し
、
織
田
紘
二
が

　
　
三
島
さ
ん
の
「
熊
野
」
以
前
に
も
、
こ
の
世
界
を
テ
ー
マ
に
し
た
作
品
は

　
　
か
な
り
早
く
か
ら
幾
作
か
世
に
出
て
い
る
ん
で
す
が
、
歌
舞
伎
と
い
う
か

　
　
舞
踊
劇
で
の
「
熊
野
」
と
い
え
ば
こ
の
作
品
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
他
の
作

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
◎

　
　
品
が
消
え
て
し
ま
っ
た
と
い
う
の
も
考
え
て
見
れ
ば
す
ご
い
こ
と
で
す
。

と
述
べ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
「
熊
野
」
が
「
歌
舞
伎
」
の
演
目
と
し
て
高
く

五
〇

評
価
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
だ
ろ
う
。

　
歌
右
衛
門
が
「
歌
舞
支
化
」
を
依
頼
し
た
「
熊
野
」
は
、
能
の
竃
物
と
言
わ

れ
る
三
番
目
物
で
あ
る
。
「
熊
野
」
は
そ
の
賛
物
の
中
で
「
松
風
」
と
並
ん
で

「
熊
野
、
松
風
は
米
の
飯
」
と
言
わ
れ
、
何
度
見
て
も
聞
い
て
も
飽
き
な
い
名

曲
と
し
て
人
気
が
あ
る
。
金
春
禅
竹
の
『
歌
舞
髄
脳
記
』
で
も
、
こ
の
二
曲
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

「
か
れ
こ
れ
こ
の
二
っ
の
体
ぞ
能
の
本
位
無
上
な
る
べ
き
」
と
述
べ
ら
れ
て
い

る
。　

謡
曲
「
熊
野
」
は
、
『
平
家
物
語
』
の
巻
十
「
海
道
下
」
の

　
　
八
島
の
大
臣
殿
の
、
当
国
の
か
み
で
わ
た
ら
せ
給
侯
し
時
、
召
さ
れ
ま
い

　
　
ら
せ
て
御
最
愛
に
て
侯
ひ
し
が
、
老
母
を
是
に
留
め
置
き
頻
に
い
と
ま
を

　
　
申
せ
ど
も
給
は
ら
ざ
り
け
れ
ば
、
こ
ろ
は
や
よ
い
の
は
じ
め
な
り
け
る
に

　
　
　
い
か
に
せ
む
み
や
こ
の
春
も
惜
し
け
れ
ど
な
れ
し
あ
づ
ま
の
花
や
散
る

　
　
　
ら
む

　
　
と
仕
て
、
暇
を
給
っ
て
下
り
て
侯
ひ
し
、
海
道
一
の
名
人
に
て
侯
へ

と
い
う
挿
話
が
謡
曲
「
熊
野
」
の
典
拠
と
な
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

　
謡
曲
で
は
熊
野
が
シ
テ
、
平
宗
盛
が
ワ
キ
で
あ
る
。
宗
盛
が
「
こ
の
春
ば
か

り
の
花
見
の
友
」
と
熊
野
を
引
き
止
め
、
熊
野
の
侍
女
朝
顔
の
「
老
母
の
労
り

も
っ
て
の
外
」
と
い
う
言
葉
に
も
耳
を
貸
さ
な
い
が
、
熊
野
が
花
と
母
の
命
を

か
け
て
「
い
か
に
せ
ん
都
の
春
も
惜
し
け
れ
ど
馴
れ
し
あ
づ
ま
の
花
や
散
る
ら

ん
」
と
詠
ん
だ
こ
と
に
心
を
打
た
れ
、
帰
郷
を
許
す
。
熊
野
は
花
見
に
訪
れ
る



途
中
六
波
羅
密
寺
の
地
蔵
と
清
水
の
観
音
に
母
の
病
気
の
平
癒
を
祈
祷
し
て
お

り
、
宗
盛
の
許
し
の
後
「
こ
れ
観
音
の
御
利
生
な
り
」
と
喜
ぶ
。
観
音
信
仰
、

歌
と
舞
と
い
う
「
心
」
に
よ
っ
て
親
孝
行
を
果
た
し
た
熊
野
の
姿
が
人
気
曲
た

る
所
以
な
の
で
あ
ろ
う
。

　
宗
盛
は
清
盛
の
息
子
で
、
清
盛
の
死
後
平
家
の
頭
領
に
な
っ
た
。
『
平
家
物

語
』
で
の
宗
盛
は
、
頼
政
の
謀
反
の
原
因
を
「
宗
盛
卿
の
す
さ
ま
じ
き
こ
と
を

し
給
へ
り
。
」
（
巻
四
「
競
」
）
と
さ
れ
る
な
ど
政
治
的
・
武
士
的
資
質
に
っ
い

て
は
否
定
的
な
評
価
を
下
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
巻
九
の
「
知
章
最
期
」

で
は
、
息
子
を
失
っ
た
知
盛
を

　
　
武
蔵
守
の
、
父
の
命
に
か
は
ら
れ
け
る
こ
そ
あ
り
が
た
け
れ
。
手
も
き
・
、

　
　
心
も
が
う
に
、
よ
き
大
将
軍
に
て
お
は
し
つ
る
人
を
。

と
コ
涙
ぐ
み
」
な
が
ら
慰
め
る
と
い
う
、
人
間
味
あ
ふ
れ
る
優
し
い
心
の
持
ち

主
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
描
写
か
ら
、
忠
度
や
通
盛
の
よ
う
に

「
修
羅
物
」
の
シ
テ
に
は
な
ら
な
い
存
在
だ
っ
た
。

　
金
井
清
光
は
こ
の
点
に
ふ
れ
、

　
　
宗
盛
の
よ
う
な
当
時
の
立
学
・
芸
能
に
影
の
薄
い
武
将
を
ワ
キ
に
し
た
か

　
　
ら
こ
そ
、
こ
の
能
は
精
果
に
お
い
て
熊
野
の
ひ
と
り
舞
台
と
な
り
、
す
ば

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

　
　
ら
し
い
効
果
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。

と
評
し
て
い
る
。
ま
た
林
望
は
、
『
平
家
物
語
』
の
宗
盛
の
否
定
的
描
写
を
ま

と
め
、
ワ
キ
が
「
こ
れ
は
平
の
宗
盛
な
り
」
と
い
う
だ
け
で
観
客
は
「
呆
れ
果

　
　
　
　
　
三
島
由
紀
夫
の
青
い
た
二
つ
の
「
熊
野
」

　
　
　
　
一
Ｕ

て
た
ば
か
殿
」
を
思
う
と
す
る
。
確
か
に
金
井
氏
の
指
商
す
る
よ
う
に
、
宗
盛

は
「
能
」
の
世
界
で
有
名
な
存
在
で
は
な
い
。
し
か
し
「
熊
野
」
の
演
能
記
録

は
一
五
〇
五
年
に
始
ま
り
、
『
平
家
』
が
世
に
出
て
か
ら
、
お
よ
そ
三
百
年
も

の
時
を
経
て
い
る
。
『
平
家
』
が
琵
琶
法
師
と
い
う
耳
か
ら
の
享
受
の
手
段
を

持
ち
、
ま
た
愛
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
考
え
る
と
、
そ
の
「
宗
盛
像
」
は
人
々
の

知
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
両
氏
は
否
定
的
側
面
か
ら
、
謡
曲
「
熊
野
」

の
宗
盛
を
判
断
し
て
い
る
が
、
当
時
の
人
は
宗
盛
の
肯
定
的
側
面
も
知
っ
て
い

た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
熊
野
の
和
歌
を
解
し
彼
女
の
帰
郷
を
許
す
の
は
、
優

し
さ
と
芸
術
的
素
養
の
あ
る
彼
の
人
物
像
を
採
用
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
能
の
宗
盛
に
関
す
る
解
釈
は
二
通
り
あ
る
。
ま
ず
困
惑
し
悲
嘆
に
く
れ
る
美

女
を
酒
宴
の
肴
に
し
よ
う
と
す
る
、
サ
デ
ィ
ス
テ
イ
ッ
ク
な
男
と
い
う
も
の
。

他
方
は
、
病
母
の
上
に
終
始
思
い
を
馳
せ
て
打
ち
し
お
れ
て
い
る
わ
が
愛
人
の

気
持
ち
を
少
し
で
も
引
き
立
て
慰
め
よ
う
と
す
る
、
心
ゆ
か
し
い
公
達
と
い
う

　
　
　
　
○

考
え
で
あ
る
。
解
釈
に
よ
っ
て
演
出
も
異
な
り
、
「
優
し
い
宗
盛
」
を
強
調
す

る
金
春
・
金
剛
・
喜
多
流
で
は
、
「
さ
ら
ば
も
ろ
と
も
に
読
み
侯
へ
し
」
と
母

か
ら
の
手
紙
を
熊
野
と
と
も
に
読
む
。
一
方
、
観
世
・
宝
生
流
で
は
、
手
紙
を

差
し
出
さ
れ
て
も
「
見
る
ま
で
も
な
し
、
高
ら
か
に
読
め
」
と
熊
野
一
人
に
読

　
　
＠

ま
せ
る
。

　
ま
た
熊
野
は

　
　
こ
の
曲
ほ
ど
シ
テ
の
演
者
に
よ
っ
て
さ
ま
ざ
ま
な
感
じ
の
熊
野
と
い
う
女

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
一



　
　
　
　
　
三
島
由
紀
夫
の
書
い
た
二
つ
の
「
熊
野
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

　
　
性
を
表
現
す
る
曲
も
少
な
い
の
で
、
面
に
し
て
も
あ
ら
ゆ
る
面
で
で
き
る
。

と
さ
れ
る
程
複
雑
で
、
い
ろ
い
ろ
な
解
釈
を
生
み
出
す
存
在
で
あ
る
。
そ
の
中

心
は
宗
盛
に
対
す
る
愛
の
有
無
で
あ
る
。
ま
ず
、
熊
野
は
宗
盛
を
愛
し
て
い
な

い
う
え
に
故
郷
に
恋
人
が
い
る
と
い
う
も
の
、
そ
し
て
、
熊
野
は
宗
盛
を
愛
し

て
い
る
か
ら
母
親
の
こ
と
を
心
配
し
な
が
ら
も
宗
盛
と
一
緒
に
い
る
の
だ
と
い

う
解
釈
で
あ
る
。

二
　
三
島
歌
舞
伎
「
熊
野
」

　
三
島
自
身
が
コ
眉
肘
張
っ
て
オ
リ
ジ
ナ
ル
な
も
の
を
目
指
し
て
力
作
を
狙
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

て
書
い
た
作
品
で
は
な
い
」
と
言
う
よ
う
に
、
三
島
歌
舞
伎
の
「
熊
野
」
の
世

界
は
、
ほ
ぼ
謡
曲
の
「
熊
野
」
に
基
づ
い
て
い
る
。
「
な
れ
し
あ
づ
ま
の
花
や

散
る
ら
む
」
の
歌
に
よ
っ
て
暇
を
許
さ
れ
る
点
も
同
様
だ
が
、
三
島
は
〕
譜
曲

を
よ
く
読
め
ば
読
む
ほ
ど
、
何
だ
か
わ
か
り
に
く
く
な
る
要
素
が
こ
の
物
語
に

は
あ
る
」
と
感
じ
た
。
そ
れ
は
「
何
故
母
の
重
篤
な
病
ひ
を
悲
し
む
熊
野
を
、

宗
盛
は
あ
れ
ほ
ど
む
り
や
り
に
花
見
に
連
れ
て
行
く
の
か
。
単
な
る
闇
達
さ
な

の
か
美
女
を
い
ぢ
め
て
、
そ
の
憂
ひ
の
美
し
さ
を
た
の
し
む
趣
味
が
こ
の
男
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

は
あ
る
の
か
。
彼
の
愛
情
の
性
質
は
ど
の
よ
う
な
も
の
な
の
か
」
と
い
う
疑
問

に
由
来
し
て
い
る
。
そ
し
て
、

　
　
私
は
そ
こ
で
物
語
を
わ
か
り
易
く
す
る
た
め
に
、
宗
盛
を
思
い
切
り
闇
達

　
　
な
、
享
楽
好
き
の
、
豪
放
な
、
男
性
的
な
男
に
仕
立
て
、
そ
の
代
り
細
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
二

　
　
い
女
心
な
ん
か
わ
け
も
わ
か
ら
ず
、
た
だ
わ
が
ま
ま
な
強
い
男
の
愛
で
引

　
　
き
ず
っ
て
ゆ
く
や
う
な
人
物
に
し
、
熊
野
も
仕
様
こ
と
な
し
に
つ
い
て
ゆ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

　
　
く
の
で
は
な
く
、
彼
の
豪
放
な
魅
力
に
惹
か
れ
て
ゆ
く
や
う
に
し
た
。

と
三
島
な
り
の
新
た
な
解
釈
を
作
品
に
表
し
た
。

　
こ
の
宗
盛
の
「
闇
達
さ
」
は
、
謡
曲
で
「
い
や
い
や
左
様
に
心
弱
き
、
身
に

任
せ
て
は
叶
ふ
ま
じ
、
い
か
に
も
心
を
慰
め
の
、
花
見
の
車
同
車
に
て
、
共
に

心
を
慰
ま
ん
と
」
と
さ
れ
て
い
る
花
見
に
行
く
理
由
を

　
　
今
年
の
花
は
今
年
限
り
、
人
の
命
を
何
と
選
ぼ
う
。
こ
の
世
に
生
き
て
花

　
　
を
見
る
は
、
今
日
只
今
の
大
事
で
あ
ら
う
ぞ
。
老
母
の
命
も
、
こ
の
宗
盛

　
　
が
命
も
、
同
じ
露
の
命
な
れ
ば
、
今
生
の
花
の
宴
は
欠
か
す
わ
け
に
は
ま

　
　
ゐ
ら
ぬ
わ
い
。

と
し
て
い
る
こ
と
に
よ
く
表
れ
て
い
る
。
こ
の
三
島
の
言
と
、
「
コ
レ
サ
熊
野
、

お
身
が
心
を
慰
め
ん
と
舞
う
た
ゆ
ゑ
、
今
度
は
お
身
が
、
わ
が
た
め
に
、
ナ
。
」

と
い
う
宗
盛
の
言
を
併
せ
る
と
、
三
島
が
「
闇
達
」
で
「
優
し
い
」
宗
盛
と
い

う
解
釈
を
用
い
た
か
の
よ
う
に
見
え
る
。
し
か
し
熊
野
の
心
は
宗
盛
の
舞
な
ど

で
慰
め
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
の
う
え
歌
舞
伎
の
宗
盛
は
、
熊
野
の
示
し

た
老
母
の
手
紙
を
彼
女
の
手
か
ら
払
い
落
と
し
て
い
る
。
言
葉
ど
お
り
の
優
し

さ
を
窺
う
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
親
の
命
よ
り
も
花
見
を
優
先
さ
せ
る
感
覚

を
、
「
闇
達
」
「
豪
放
」
「
わ
が
ま
ま
」
「
男
性
的
」
な
ど
の
言
葉
で
片
付
け
る
の

は
い
さ
さ
か
強
引
で
は
あ
る
ま
い
か
。



　
こ
の
疑
問
に
っ
い
て
は
、
本
公
演
に
最
初
に
と
り
あ
げ
ら
れ
た
際
の
プ
ロ
グ

ラ
ム
が
先
と
は
異
な
る
三
島
の
思
考
を
見
せ
て
く
れ
て
い
る
。

　
　
さ
る
に
し
て
も
、
「
熊
野
」
と
い
う
能
の
ス
ト
ー
リ
ー
は
奇
怪
で
あ
る
。

　
　
あ
あ
し
て
、
母
の
重
病
を
案
ず
る
熊
野
を
無
理
矢
理
花
見
へ
つ
れ
て
ゆ
く

　
　
宗
盛
の
心
理
に
は
、
一
種
の
豪
宕
な
男
ら
し
い
サ
デ
ィ
ズ
ム
が
あ
り
、
ル

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
ユ

　
　
ネ
ッ
サ
ン
ス
の
殿
様
の
よ
う
な
快
楽
主
義
が
あ
る
。

　
こ
の
「
サ
デ
ィ
ズ
ム
」
、
ま
た
「
快
楽
主
義
」
と
い
う
言
葉
こ
そ
、
謡
曲
に

は
な
い
言
葉
で
強
調
さ
れ
た
宗
盛
の
性
格
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
ま
た
「
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
の
殿
様
」
が
具
体
的
に
誰
を
さ
す
か
、
と
い
う
点
に

つ
い
て
は
、
三
島
歌
舞
伎
の
第
一
作
「
地
獄
変
」
の
「
堀
川
の
大
臣
」
に
っ
い

て
三
島
が
語
っ
た
言
葉
が
参
考
に
な
る
。

　
・
大
臣
の
本
質
は
日
本
の
サ
ド
侯
爵
で
あ
り
、
チ
ェ
ザ
ー
レ
・
ボ
ル
ジ
ャ
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
雪

　
　
あ
り
、
幼
児
殺
致
者
ジ
ル
・
ド
・
レ
ェ
で
あ
る
。

　
・
私
は
こ
の
大
臣
の
ご
と
き
ブ
ル
ー
タ
ル
な
人
物
に
な
り
た
い
と
日
頃
念
じ

　
　
て
い
る
。
金
閣
寺
の
松
永
大
膳
の
如
き
は
わ
が
理
想
の
人
物
で
あ
る
。

　
　
（
略
）
娘
に
つ
い
て
は
か
く
の
如
き
揮
娼
た
る
美
女
を
車
に
入
れ
て
焼
く

　
　
こ
と
に
、
私
は
ロ
ー
マ
頽
唐
期
の
皇
帝
の
悪
趣
味
を
感
じ
て
悦
惚
と
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
事

　
　
作
劇
の
筆
を
執
っ
た
。

と
し
、
大
臣
は
公
家
悪
の
人
物
の
よ
う
な
隈
取
り
と
衣
裳
で
あ
っ
た
。
「
ロ
ー

マ
頽
唐
期
」
と
い
う
と
、
ロ
ー
マ
帝
国
時
代
、
つ
ま
り
二
世
紀
末
か
ら
三
世
紀

　
　
　
　
　
三
島
由
紀
夫
の
書
い
た
二
つ
の
「
熊
野
」

末
と
も
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
大
臣
を
警
え
て
い
る
「
チ
ェ
ザ
ー
レ
・
ボ
ル

ジ
ャ
」
は
「
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
の
殿
様
」
で
あ
る
。
一
二
島
は
宗
盛
も
、
堀
川
の
大

臣
の
よ
う
に
「
悪
」
を
表
す
人
物
と
し
て
描
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
「
地
獄
変
」
の
堀
川
の
大
臣
は
、
罪
も
な
い
露
岬
を
殺
し
た
。
一
方
「
熊
野
」

の
作
品
中
で
は
、
熊
野
も
そ
の
母
親
も
亡
く
な
っ
て
い
な
い
。
し
か
し
謡
曲
に

お
い
て
、
熊
野
が
都
に
名
残
を
感
じ
な
が
ら
も
無
事
帰
郷
す
る
の
に
対
し
、
三

島
歌
舞
伎
は
謡
曲
に
登
場
し
な
い
二
人
の
僧
が
次
の
よ
う
に
語
っ
て
終
わ
る
の

で
あ
る
。

　
　
湛
心
　
何
も
知
ら
ず
に
東
へ
い
そ
ぐ
か
。

　
　
清
円
　
と
凹
言
い
ま
す
の
は
。

　
　
湛
心
　
清
円
。
…
…
熊
野
の
母
の
定
命
は
、
熊
野
が
か
へ
る
前
に
つ
き
る

　
　
　
　
　
の
じ
や
。

　
　
　
　
二
人
沈
黙
。
又
鐘
鳴
る
。

　
　
湛
心
　
お
お
日
が
暮
れ
る
な
。
御
寺
へ
か
へ
っ
て
看
経
に
い
そ
し
ま
う
わ
。

　
　
清
円
　
は
い
、
御
師
匠
様
。

　
　
　
　
ト
ニ
人
又
段
を
上
っ
て
ゆ
く
。
花
散
る
う
ち
に
、
１
幕
１

こ
の
終
わ
り
に
つ
い
て
、
三
島
は
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。

　
　
そ
し
て
能
の
一
種
の
ハ
ッ
ピ
ィ
ェ
ン
デ
ィ
ン
グ
と
ち
が
っ
て
、
熊
野
の
入

　
　
り
と
共
に
音
楽
は
一
切
止
み
、
寂
箕
と
ひ
び
く
鐘
の
音
の
内
に
熊
野
の
不

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
匁

　
　
幸
が
語
ら
れ
る
幕
切
れ
も
、
何
と
か
成
功
さ
せ
た
い
と
願
っ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
三



　
　
　
　
　
三
島
由
紀
夫
の
書
い
た
二
つ
の
「
熊
野
」

熊
野
の
不
幸
は
、
「
語
ら
れ
る
」
の
み
で
は
な
い
。
そ
れ
は
、
花
が
散
っ
て
い

る
か
ら
だ
。
言
う
ま
で
も
な
く
、
花
は
熊
野
が
自
分
の
母
の
命
に
警
え
た
存
在

で
あ
る
。
観
客
は
僧
の
言
葉
、
「
寂
糞
と
ひ
び
く
鐘
の
音
」
、
そ
し
て
散
っ
て
い

く
桜
に
よ
っ
て
熊
野
が
暇
を
許
さ
れ
帰
郷
し
て
も
、
母
親
に
会
え
な
い
こ
と
を

意
識
さ
せ
ら
れ
る
の
だ
。

　
自
作
「
熊
野
」
の
演
出
も
担
当
し
た
三
島
は
、

　
　
上
手
の
灰
色
の
世
界
で
来
世
の
悟
り
を
、
下
手
の
桜
色
の
世
界
で
現
世
の

　
　
快
楽
を
象
徴
さ
せ
、
ふ
る
さ
と
の
母
が
今
や
病
篤
く
、
そ
の
魂
が
現
世
と

　
　
未
来
の
問
を
を
さ
ま
よ
っ
て
ゐ
る
の
に
つ
れ
て
、
母
を
思
う
熊
野
の
心
も
、

　
　
現
世
の
快
楽
と
来
世
の
悟
り
と
の
間
を
、
と
つ
お
い
つ
、
さ
ま
よ
ふ
や
う

　
　
　
　
　
　
ゆ

　
　
に
考
案
し
た
。

と
演
出
上
の
意
図
も
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
宗
盛
は
下
手
の
緋
毛
暁
の
上
に
座

り
、
侍
女
二
人
に
酌
を
さ
せ
、
謡
曲
に
は
登
場
し
な
い
二
人
の
僧
は
必
ず
上
手

か
ら
現
れ
る
。
天
井
か
ら
桜
が
下
が
り
、
そ
れ
が
な
く
な
っ
た
部
分
は
全
く
の

闇
で
あ
る
。
こ
の
一
見
す
る
だ
け
で
正
反
対
の
世
界
を
、
熊
野
は
行
っ
た
り
来

た
り
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
も
し
、
心
が
帰
郷
と
決
ま
っ
て
い
な
が
ら
宗
盛
の

権
力
に
抗
え
ず
に
い
る
の
な
ら
、
熊
野
は
終
始
上
手
に
い
る
だ
ろ
う
。
熊
野
は
、

俗
に
生
き
、
欲
望
を
果
た
し
、
快
楽
に
生
き
る
宗
盛
と
、
彼
が
象
徴
す
る
世
界

を
捨
て
き
れ
な
い
の
で
あ
る
。

　
三
島
は
歌
舞
伎
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
四

　
・
近
世
の
歌
舞
伎
は
ひ
と
つ
の
宗
教
で
あ
っ
た
。
（
略
）
貴
族
的
洗
練
を
経

　
　
ぬ
異
様
な
新
し
さ
が
そ
こ
に
は
あ
っ
た
。
そ
し
て
こ
の
異
様
な
新
し
さ
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

　
　
頽
唐
期
の
毒
々
し
い
花
の
蕾
を
お
の
ず
と
中
に
秘
め
て
い
た
と
言
え
る
。

　
・
歌
舞
伎
は
は
っ
き
り
言
っ
て
そ
れ
自
体
が
悪
で
あ
る
。
（
略
）
歌
舞
伎
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ

　
　
は
道
徳
を
超
越
し
た
不
思
議
な
魅
惑
が
あ
る
。

母
の
病
気
を
心
配
す
る
熊
野
を
無
理
矢
理
花
見
に
連
れ
て
行
き
舞
わ
せ
る
宗
盛
、

ま
た
花
見
の
酒
宴
に
行
き
快
楽
を
捨
て
き
れ
な
い
熊
野
は
、
あ
る
意
味
で
「
道

徳
を
超
越
し
た
」
世
界
に
生
き
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
さ
ら
に
「
熊
野
」
に
つ
い
て
三
島
は

　
　
役
々
も
、
熊
野
は
能
、
宗
盛
は
歌
舞
伎
、
僧
は
新
劇
と
云
は
ぬ
ま
で
も
素

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

　
　
に
近
く
行
き
た
い
と
思
っ
て
い
る
。

と
し
て
い
る
。
ま
た
能
の
女
性
を

　
　
つ
ね
に
恋
し
、
つ
ね
に
悩
み
、
つ
ね
に
嘆
く
美
し
い
高
貴
な
女
性
の
姿
で

　
　
　
ゆ

　
　
あ
る
。

と
評
し
て
い
る
。
歌
右
衛
門
の
熊
野
は
、
ま
さ
し
く
こ
の
女
性
像
に
適
合
す
る

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
熊
野
は
三
島
歌
舞
伎
の
世
界
で
、
宗
盛
に
恋
し
、
帰

郷
す
る
か
否
か
の
選
択
で
悩
み
、
暇
を
許
さ
れ
な
い
自
ら
の
境
遇
を
嘆
く
。
三

島
は
、
歌
右
衛
門
の
熊
野
に
は
「
能
」
の
世
界
を
、
宗
盛
の
「
悪
」
に
は
歌
舞

伎
の
世
界
を
求
め
た
の
で
あ
る
。



三
　
近
代
能
楽
集
「
熊
野
」

　
『
近
代
能
楽
集
』
（
昭
３
１
・
４
）
は
、
初
め
「
郁
郵
」
一
昭
２
５
・
１
０
）
「
綾
の

鼓
」
（
昭
２
６
・
１
）
「
卒
塔
婆
小
町
」
（
昭
２
７
・
１
）
「
葵
上
」
（
昭
２
９
・
１
）
「
班

女
」
（
昭
３
０
・
１
）
か
ら
成
っ
て
お
り
、
三
島
は

　
　
こ
の
五
編
が
わ
ず
か
に
近
代
化
に
適
す
る
も
の
で
、
五
編
で
も
っ
て
種
子

　
　
　
　
　
節
，
一

　
　
は
尽
き
た

と
初
版
の
「
あ
と
が
き
」
で
述
べ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
後
一
年
も
経
な
い

問
に
「
道
成
寺
」
（
昭
３
２
・
１
）
を
発
表
、
「
熊
野
」
（
昭
３
４
・
４
）
「
弱
法
師
」

（
昭
３
５
・
４
）
「
源
氏
供
養
」
（
昭
３
７
・
３
）
と
続
け
ら
れ
た
。

　
三
島
は
『
近
代
能
楽
集
』
に
つ
い
て
「
原
形
の
能
を
完
全
に
解
体
し
、
そ
の

主
題
だ
け
を
取
り
出
し
て
、
試
験
官
の
中
に
入
れ
て
、
観
客
に
示
す
こ
と
が
で

　
　
　
　
　
　
　
四

き
た
つ
も
り
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
「
熊
野
」
も
、
宗
盛
が
母
の
見
舞
い

の
た
め
に
帰
郷
し
た
が
っ
て
い
る
「
ユ
ヤ
」
を
む
り
や
り
花
見
に
連
れ
て
行
こ

う
と
し
て
い
る
点
の
み
が
謡
曲
と
共
通
し
て
お
り
、
そ
れ
以
外
の
舞
台
は
す
べ

て
現
代
に
置
き
換
え
ら
れ
て
い
る
。
宗
盛
は
大
実
業
家
、
熊
野
は
「
ユ
ヤ
」
で

彼
に
囲
わ
れ
て
い
る
若
い
愛
人
、
朝
顔
は
朝
子
と
な
り
、
ユ
ヤ
と
同
じ
よ
う
な

境
遇
で
、
同
じ
「
豪
勢
な
ア
パ
ー
ト
」
に
住
む
女
性
で
あ
る
。
実
は
ユ
ヤ
に
は

北
海
道
に
宗
盛
に
は
内
緒
の
恋
人
が
い
て
、
彼
に
会
い
た
い
が
た
め
に
実
母
に

病
気
だ
と
い
う
手
紙
を
書
か
せ
て
い
る
。
宗
盛
は
そ
れ
が
嘘
で
あ
る
こ
と
を
承

　
　
　
　
　
三
島
由
紀
夫
の
書
い
た
二
つ
の
「
熊
野
」

知
の
上
で
、
最
後
に
は
ユ
ヤ
の
帰
郷
を
許
す
。
し
か
し
そ
の
時
小
肥
り
の
母
マ

サ
が
登
場
し
、
ユ
ヤ
の
嘘
が
全
部
暴
か
れ
る
。
一
切
の
終
わ
っ
た
あ
と
で
宗
盛

が
、
ユ
ヤ
に
「
俺
は
実
に
い
い
花
見
を
し
た
」
と
語
る
所
で
幕
と
な
る
。

　
こ
の
『
近
代
能
楽
集
』
の
「
熊
野
」
の
舞
台
化
は
、
活
字
発
表
か
ら
八
年
後

の
昭
和
四
十
二
年
の
こ
と
で
あ
る
。
第
一
作
の
「
郁
郵
」
が
発
表
後
ニ
ケ
月
で

舞
台
化
さ
れ
た
の
と
は
対
照
的
で
あ
り
、
先
述
し
た
よ
う
に
『
近
代
能
楽
集
』

の
他
の
作
品
に
比
し
て
も
、
研
究
が
進
ん
で
い
る
と
は
言
い
難
い
。
作
品
の
評

価
は
マ
サ
の
登
場
と
三
島
の
美
意
識
に
つ
い
て
触
れ
た
も
の
が
多
い
。

　
・
近
代
能
と
言
っ
て
も
近
代
狂
言
に
近
い
。
ぴ
ん
ぴ
ん
し
て
い
る
小
肥
り
の

　
　
母
親
が
登
場
す
る
と
喜
劇
に
な
る
ほ
か
な
い
。

　
・
最
後
に
ど
ん
で
ん
返
し
が
あ
っ
て
完
全
に
原
曲
の
パ
ロ
デ
ィ
に
な
っ
て
い

　
　
る
。
（
略
）
不
実
な
美
し
い
女
の
空
虚
と
迫
真
の
演
技
こ
そ
は
、
「
真
実
」

　
　
に
つ
い
て
は
何
も
か
も
承
知
し
て
い
る
海
千
山
千
の
男
に
と
っ
て
こ
の
上

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
蝪

　
　
な
い
絶
景
の
花
見
な
の
で
あ
る
。
「
真
実
」
は
醜
く
虚
偽
だ
け
が
美
し
い
。

　
こ
こ
で
は
謡
曲
の
「
熊
野
」
を
、
歌
舞
伎
の
「
熊
野
」
と
比
較
し
、
考
察
し

た
い
。
宗
盛
の
性
格
は
基
本
的
に
歌
舞
伎
と
同
じ
で
あ
る
が
、
「
楽
し
み
」
や

「
美
」
に
つ
い
て
、
『
近
代
能
楽
集
』
の
宗
盛
は
独
特
の
思
考
を
示
し
て
い
る
。

　
ま
ず
、
花
見
を
嫌
が
る
ユ
ヤ
が
「
私
の
悲
し
み
、
い
い
え
、
私
の
心
と
は
何

の
関
係
も
な
い
お
話
な
の
ね
。
」
と
嘆
息
す
る
の
に
対
し
、
宗
盛
は
「
き
っ
ぱ

り
と
力
強
く
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
五
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そ
う
だ
。
君
の
感
情
と
は
一
切
関
係
が
な
い
。
君
は
き
れ
い
な
顔
を
し
て

　
　
い
る
。
き
れ
い
な
体
を
し
て
い
る
。
そ
の
君
を
連
れ
て
俺
が
花
見
に
行
く
。

　
　
そ
れ
だ
け
で
十
分
だ
。

と
答
え
る
。
さ
ら
に
「
楽
し
み
」
に
つ
い
て
は

　
　
俺
に
大
切
な
の
は
、
今
と
い
う
時
間
、
今
日
と
い
う
こ
の
日
だ
よ
。
そ
の

　
　
点
で
は
遺
憾
な
が
ら
、
人
の
い
の
ち
も
花
の
い
の
ち
も
同
じ
だ
。
同
じ
な

　
　
ら
悲
し
む
よ
り
楽
し
む
こ
と
だ
よ
。

と
言
う
。
こ
の
宗
盛
の
言
葉
は
、
歌
舞
伎
「
熊
野
」
の
宗
盛
に
関
す
る

　
・
闇
達
な
現
世
主
義
者
と
し
て
の
宗
盛
を
強
調
し
、
熊
野
を
む
り
に
引
張
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ

　
　
て
ゆ
く
と
こ
ろ
で
彼
の
思
想
を
明
ら
か
に
し
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

　
・
一
種
の
豪
宕
な
男
ら
し
い
サ
デ
ィ
ズ
ム
が
あ
り
、

と
い
う
三
島
の
発
言
と
考
え
併
せ
る
と
た
い
へ
ん
興
味
深
い
。
現
世
主
義
者
、

快
楽
主
義
者
、
享
楽
好
き
、
こ
れ
ら
は
み
な
歌
舞
伎
の
宗
盛
と
言
う
よ
り
も

『
近
代
能
楽
集
』
の
宗
盛
像
と
言
っ
た
方
が
適
切
で
あ
る
。
つ
ま
り
『
近
代
能

楽
集
』
の
宗
盛
は
、
三
島
の
思
い
描
い
た
「
宗
盛
」
を
歌
舞
伎
よ
り
も
さ
ら
に

強
調
し
て
描
か
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
ま
た
歌
舞
伎
公
演
の
際
に
三
島
が
表
し
た
、
「
な
ぜ
む
り
や
り
に
花
見
に
連

れ
て
い
く
の
か
」
と
い
う
疑
問
に
つ
い
て
は
、
異
な
る
「
答
え
」
が
提
示
さ
れ

て
い
る
。
『
近
代
能
楽
集
』
の
「
熊
野
」
で
彼
ら
が
花
見
を
し
よ
う
と
し
て
い

る
「
桜
」
は
、
宗
盛
が
「
（
胸
を
叩
い
て
）
こ
の
俺
の
桜
だ
。
」
と
言
う
よ
う
に
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
六

彼
の
「
所
有
物
」
で
あ
る
。
ま
た
そ
の
桜
は
「
半
分
は
伐
採
し
て
、
今
年
中
に

動
物
園
を
拡
張
し
た
り
水
族
館
を
新
設
し
た
り
し
な
く
」
て
は
な
ら
ず
、
実
際

に
「
あ
れ
だ
け
の
桜
」
が
見
ら
れ
る
の
は
「
今
年
が
最
後
」
で
あ
る
。
『
近
代

能
楽
集
』
に
お
い
て
は
、
宗
盛
が
無
理
に
で
も
花
見
に
連
れ
て
行
き
た
い
理
由

は
存
在
す
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
謡
曲
や
歌
舞
伎
の
桜
は
宗
盛
の
「
所
有
物
」

で
は
な
く
、
「
こ
の
春
ば
か
り
の
花
見
の
友
」
と
い
う
詞
章
は
「
せ
め
て
今
年

の
春
だ
け
で
も
花
見
を
一
緒
に
し
た
い
」
と
理
解
で
き
る
。
こ
の
詞
は
宗
盛
が

花
見
の
後
に
熊
野
に
暇
を
出
す
可
能
性
を
示
し
て
い
る
が
、
『
近
代
能
楽
集
』

の
宗
盛
は
、
花
見
が
す
め
ば
明
日
に
で
も
親
元
に
か
え
す
こ
と
を
明
言
し
て
い

る
。　

む
し
ろ
ユ
ヤ
が
花
見
を
せ
ず
今
日
中
に
帰
り
た
い
理
由
の
方
が
、
不
可
解
で

あ
る
だ
ろ
う
。
彼
女
は

　
　
母
の
病
気
の
心
配
で
胸
は
い
っ
ぱ
い
、
悲
し
み
に
倒
れ
そ
う
な
こ
の
体
で
、

　
　
む
り
に
引
立
て
ら
れ
て
お
花
見
に
で
も
行
け
ば
、
ど
ん
な
美
し
い
桜
も
五

　
　
見
（
ご
み
１
引
用
者
注
）
の
よ
う
に
見
え
、
あ
な
た
を
憎
む
だ
ろ
う
と
思

　
　
い
ま
す
の
。
（
略
）
悲
し
い
心
と
さ
か
り
の
花
と
、
お
花
見
の
た
の
し
み

　
　
と
こ
の
悲
し
み
は
決
し
て
一
緒
に
は
な
ら
な
い
わ
。

と
言
う
。
当
然
ユ
ヤ
は
母
の
容
体
を
心
配
し
て
い
る
が
、
宗
盛
の
言
葉
を
借
り

る
と
「
君
は
自
分
の
悲
し
み
と
楽
し
み
の
不
調
和
を
い
ろ
い
ろ
気
に
す
る
が
」

と
な
る
。
つ
ま
り
ユ
ヤ
は
、
「
悲
し
い
心
で
花
見
に
行
く
」
の
が
嫌
な
の
で
あ



る
。
こ
の
ユ
ヤ
は
、
ど
の
よ
う
な
女
性
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

　
「
悲
し
み
に
面
蒼
ざ
め
し
二
十
二
、
三
歳
の
美
女
」
ユ
ヤ
は
、
謡
曲
や
歌
舞

伎
と
同
じ
く
、
い
つ
亡
く
な
る
と
も
分
か
ら
な
い
母
を
見
舞
う
た
め
に
暇
乞
い

を
し
て
い
る
。
母
か
ら
の
手
紙
を
読
み
さ
め
ざ
め
と
涙
し
、
雨
が
降
り
だ
し
た

と
こ
ろ
で
帰
郷
を
許
さ
れ
る
。
し
か
し
、
こ
こ
か
ら
話
は
急
展
開
す
る
。
「
小

肥
り
」
で
「
元
気
で
ぴ
ん
し
ゃ
ん
」
し
た
ユ
ヤ
の
母
親
・
マ
サ
が
登
場
す
る
の

で
あ
る
。
彼
女
は
ユ
ヤ
が
昔
の
恋
人
・
薫
に
会
い
た
い
が
た
め
に
「
大
病
」
と

い
う
嘘
を
つ
か
さ
れ
た
、
と
証
言
す
る
の
だ
。

　
こ
の
「
ユ
ヤ
が
恋
人
に
会
う
た
め
に
嘘
を
つ
い
た
」
と
い
う
展
開
は
三
島
独

自
の
も
の
で
は
な
い
。
能
楽
喜
多
流
十
四
代
宗
家
の
喜
多
六
平
太
が
『
六
平
太

芸
談
』
の
「
伝
書
」
の
章
で

　
　
例
え
ば
伝
書
に
よ
る
と
、
湯
谷
の
心
持
に
就
い
て
、
（
略
）
「
い
か
に
せ
ん

　
　
都
の
春
も
惜
し
け
れ
ど
、
馴
れ
し
あ
づ
ま
の
花
や
散
る
ら
ん
」
と
い
う
、

　
　
そ
の
あ
づ
ま
に
、
す
き
な
男
が
ゐ
る
の
で
、
そ
れ
に
逢
い
た
い
た
め
な
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
翁

　
　
だ
、
そ
の
心
持
ち
が
大
切
だ
、
と
い
う
よ
う
な
こ
と
が
書
い
て
あ
る
。

と
述
べ
、
喜
多
流
の
伝
書
に
「
熊
野
に
恋
人
が
い
る
」
と
い
う
解
釈
が
あ
る
こ

と
を
示
し
て
い
る
が
、
こ
の
解
釈
は
次
の
よ
う
に
も
評
さ
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

　
・
熊
野
は
俗
説
の
中
に
身
を
堕
さ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。

　
・
そ
う
い
う
卑
俗
な
想
定
自
体
「
熊
野
」
に
漂
う
あ
の
騎
蕩
た
る
古
今
的
性

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

　
　
格
を
著
し
く
傷
つ
け
る
こ
と
に
な
る
。
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『
六
平
太
芸
談
』
は
昭
和
十
七
年
「
春
秋
杜
能
楽
叢
書
」
の
一
冊
と
し
て
刊

行
さ
れ
た
。
そ
の
後
、
河
出
書
房
の
市
民
文
庫
と
し
て
昭
和
二
十
七
年
に
刊
行

さ
れ
て
い
る
。
六
平
太
は
芸
術
院
会
員
で
文
化
勲
章
も
受
賞
し
た
当
時
の
能
楽

界
の
重
鎮
で
あ
っ
た
が
、
文
庫
に
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
本
と
し
て
も
好
評

を
得
、
こ
の
「
湯
谷
」
の
解
釈
が
広
く
人
々
の
知
る
と
こ
ろ
と
な
っ
た
こ
と
が

考
え
ら
れ
る
。
堂
本
正
樹
は
『
近
代
能
楽
集
』
の
「
熊
野
」
に
つ
い
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
３
９
一

　
　
三
島
は
名
人
先
代
喜
多
六
平
太
の
『
六
平
太
芸
談
』
か
ら
得
た

と
す
る
。
ま
た
田
代
慶
一
郎
は
、
こ
の
「
熊
野
に
恋
人
が
い
る
」
と
い
う
解
釈

を
「
巷
問
伝
え
ら
れ
る
あ
の
『
熊
野
』
解
釈
」
と
し
、

　
　
『
六
平
太
芸
談
』
に
伝
え
ら
れ
て
い
る
こ
の
解
釈
は
、
別
に
喜
多
流
な
ら

　
　
ず
と
も
広
く
流
布
し
て
い
る
も
の
で
、
少
年
の
こ
ろ
か
ら
能
に
親
し
ん
で

　
　
い
た
三
島
は
当
然
早
く
か
ら
そ
れ
を
耳
に
し
て
い
な
か
っ
た
は
ず
は
な
い
。

と
す
る
。
彼
ら
の
言
う
よ
う
に
、
三
島
は
知
識
と
し
て
こ
の
解
釈
を
知
っ
て
い

た
可
能
性
が
高
い
。
し
か
し
、
歌
舞
伎
の
「
熊
野
」
が
書
か
れ
た
昭
和
三
十
年

と
、
『
近
代
能
楽
集
』
の
「
熊
野
」
が
書
か
れ
た
昭
和
三
十
四
年
の
問
に
行
わ

れ
た
六
平
太
と
の
対
談
を
見
過
ご
し
て
は
い
け
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
昭
和
三
十
一
年
一
月
か
ら
六
月
ま
で
、
三
島
は
雑
誌
「
群
像
」
の
「
日
本
の

芸
術
」
と
い
う
企
画
で
、
六
平
太
や
坂
東
三
津
五
郎
ら
六
人
の
芸
術
界
の
重
鎮

と
対
談
し
て
い
る
。
こ
の
対
談
の
際
、
六
平
太
は
次
の
よ
う
に
話
し
て
い
る
。

　
　
心
で
思
っ
た
こ
と
を
す
べ
て
お
芝
居
の
よ
う
に
表
情
を
出
す
こ
と
が
で
き

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
七



　
　
　
　
　
三
島
由
紀
夫
の
書
い
た
二
つ
の
「
熊
野
」

　
　
ま
せ
ん
で
、
わ
ず
か
な
こ
と
で
す
か
ら
心
の
う
ち
は
で
き
て
い
て
も
、
そ

　
　
れ
を
そ
の
所
作
へ
逆
に
現
す
こ
と
が
で
き
な
い
、
と
い
っ
た
点
も
あ
り
ま

　
　
す
な
。
も
っ
と
も
「
熊
野
」
な
ん
と
い
う
も
の
は
、
心
持
ち
は
何
と
も
い

　
　
え
な
い
嬉
し
い
華
や
か
な
心
持
ち
で
す
。
ま
あ
老
母
で
は
な
い
も
の
が
あ

　
　
る
。
そ
れ
に
逢
え
る
と
い
う
の
が
一
つ
の
楽
し
み
な
の
で
そ
の
心
持
ち
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

　
　
舞
わ
な
か
っ
た
ら
死
ん
で
し
ま
う
。

三
島
は
こ
れ
に
対
し
、
「
そ
う
し
ま
す
と
、
国
の
ほ
う
に
何
か
恋
人
が
い
る
と

　
　
　
　
　
　
＠

い
う
こ
と
で
す
か
」
と
尋
ね
な
お
し
て
い
る
。
六
平
太
は

　
　
ま
あ
早
く
言
え
ば
そ
う
い
っ
た
心
持
ち
を
忘
れ
る
な
と
い
う
こ
と
で
す
。

　
　
そ
れ
で
な
い
と
熊
野
の
気
持
ち
が
わ
か
ら
な
い
。
だ
か
ら
ど
こ
ま
で
も
、

　
　
宗
盛
に
対
し
て
も
し
お
ら
し
い
気
持
ち
を
も
っ
て
い
な
が
ら
、
ま
あ
一
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

　
　
召
し
上
が
れ
と
い
う
こ
と
、
そ
れ
が
自
分
の
心
に
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

堂
本
や
田
代
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
三
島
が
対
談
前
に
こ
の
解
釈
を
知
っ
て
い

た
可
能
性
は
非
常
に
高
い
。
し
か
し
、
二
つ
の
「
熊
野
」
の
間
に
こ
の
対
談
が

行
わ
れ
た
の
は
、
暗
示
的
で
あ
る
。
熊
野
に
恋
人
が
い
る
と
い
う
解
釈
を
六
平

太
自
身
か
ら
聞
い
た
こ
と
は
、
三
島
が
『
近
代
能
楽
集
』
の
「
熊
野
」
を
書
く

契
機
の
一
つ
と
な
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
し
か
し
参
考
に
し
た
と
は
言
え
、
『
近
代
能
楽
集
』
の
ユ
ヤ
は
、
こ
の
六
平

太
の
解
釈
の
「
熊
野
」
と
も
異
な
る
の
で
あ
る
。
元
気
な
母
・
マ
サ
は
ユ
ヤ
に

恋
人
が
い
る
こ
と
と
併
せ
て
次
の
よ
う
に
言
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
八

　
　
…
…
も
っ
と
も
ユ
ヤ
だ
っ
て
、
そ
の
ま
ま
国
に
居
つ
く
つ
も
り
は
な
か
っ

　
　
た
ん
で
す
わ
。
何
事
も
穏
便
に
、
又
東
京
へ
か
え
っ
て
来
た
ら
、
お
世
話

　
　
に
な
り
つ
づ
け
る
つ
も
り
だ
っ
た
ん
で
す
か
ら
。
誰
だ
っ
て
こ
ん
な
生
活

　
　
を
、
お
い
そ
れ
と
捨
て
ら
れ
る
も
の
じ
ゃ
あ
り
ま
せ
ん
か
ら
ね
。

つ
ま
り
、
ユ
ヤ
は
恋
人
に
会
い
に
は
行
く
も
の
の
、
ま
た
東
京
に
「
帰
り
」
、

宗
盛
の
愛
人
と
し
て
の
生
活
に
戻
る
の
で
あ
る
。
ユ
ヤ
の
恋
人
は
、
「
『
自
分
の

恋
人
は
東
京
で
金
持
ち
の
妾
に
な
っ
て
結
婚
費
用
を
稼
い
で
い
る
』
と
公
言
し

て
い
る
」
の
だ
が
、
マ
サ
の
言
葉
を
信
用
す
る
と
ユ
ヤ
は
宗
盛
は
お
ろ
か
恋
人

に
ま
で
嘘
を
つ
い
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
も
し
そ
れ
が
事
実
な
ら
、
恋
人
に
は

権
力
者
・
宗
盛
が
帰
し
て
く
れ
な
い
こ
と
に
し
て
、
ず
っ
と
東
京
に
居
続
け
て

も
構
わ
な
い
。
つ
ま
り
ユ
ヤ
が
帰
郷
す
る
意
味
は
全
く
な
い
の
で
あ
る
。
そ
の

上
、
ユ
ヤ
は
「
私
は
も
う
旅
へ
出
な
く
て
い
い
の
」
と
い
う
結
論
を
出
す
。

　
結
局
、
ユ
ヤ
は
「
日
本
中
に
手
が
と
ど
く
大
物
」
宗
盛
に
対
し
て
さ
さ
や
か

な
反
乱
を
試
み
た
か
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
歌
舞
伎
の
章
で
既
に
述
べ
た
よ

う
に
、
母
の
見
舞
い
に
も
行
か
ず
花
見
に
行
く
と
い
う
だ
け
で
「
道
徳
を
超

＠
越
」
し
た
印
象
が
あ
る
。
だ
が
ユ
ヤ
に
と
っ
て
は
、
「
母
の
見
舞
い
」
は
嘘
で
、

恋
人
に
会
う
の
が
目
的
な
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
そ
の
恋
人
も
ユ
ヤ
に
願
さ
れ

て
い
る
の
だ
。
ユ
ヤ
は
、
死
に
瀕
し
た
実
母
の
見
舞
い
す
ら
許
し
て
も
ら
え
な

い
か
わ
い
そ
う
な
権
力
者
の
愛
人
、
若
く
貧
し
い
恋
人
の
た
め
に
純
愛
を
捧
げ

る
女
性
を
演
じ
た
。
二
重
、
三
重
の
虚
構
の
世
界
を
自
ら
作
り
、
そ
の
世
界
に



生
き
た
の
だ
。
ユ
ヤ
の
目
的
は
「
恋
人
」
の
心
を
も
て
あ
そ
び
、
宗
盛
に
反
抗

し
て
み
た
事
実
を
残
す
こ
と
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
そ
の
虚
構
を
完

壁
に
作
り
上
げ
た
自
分
に
陶
酔
し
て
い
た
の
だ
。

　
『
近
代
能
楽
集
』
の
「
熊
野
」
は
、
小
太
り
の
元
気
そ
う
な
母
親
が
登
場
す

る
こ
と
も
あ
り
、
「
完
全
に
原
曲
の
パ
ロ
デ
ィ
」
と
評
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。

た
し
か
に
、
生
き
た
母
親
が
現
わ
れ
る
だ
け
で
ユ
ヤ
の
「
嘘
」
は
証
明
さ
れ
る

し
、
彼
女
が
小
太
り
で
あ
る
必
要
は
全
く
な
い
。
ま
た
花
見
に
行
か
な
か
っ
た

彼
ら
が
、
部
屋
か
ら
「
ち
っ
ぽ
け
な
し
な
び
た
二
一
二
本
の
桜
」
を
見
な
が
ら
す

る
会
話
は
喜
劇
性
の
高
い
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
以
上
の
よ
う
に
宗
盛
と
ユ

ヤ
を
考
察
す
る
と
、
『
近
代
能
楽
集
』
「
熊
野
」
の
二
人
は
、
歌
舞
伎
の
人
物
像

や
、
巷
問
の
解
釈
を
も
と
に
し
て
書
か
れ
た
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。

　
暇
が
許
さ
れ
た
後
、
歌
舞
伎
の
熊
野
は
謡
曲
の
熊
野
と
同
様
に
す
ぐ
帰
郷
し

た
。
し
か
し
三
島
は
、
二
人
の
僧
に
熊
野
の
母
親
が
熊
野
の
到
着
ま
で
に
亡
く

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
６

な
る
こ
と
を
予
測
さ
せ
、
「
一
種
の
ハ
ッ
ピ
ィ
・
エ
ン
デ
ィ
ン
グ
」
で
あ
っ
た

謡
曲
と
は
全
く
異
な
っ
た
悲
劇
を
作
り
上
げ
た
。
ま
た
『
近
代
能
楽
集
』
は
、

暇
が
許
さ
れ
た
後
に
母
親
が
登
場
し
、
ユ
ヤ
の
嘘
が
ば
ら
さ
れ
、
彼
女
の
個
性

に
よ
っ
て
喜
劇
性
が
も
た
ら
さ
れ
た
。
三
島
の
描
い
た
二
つ
の
「
熊
野
」
は
、

謡
曲
の
世
界
の
終
了
後
に
、
彼
独
特
の
発
想
に
よ
る
「
熊
野
」
が
完
成
さ
れ
た

の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
三
島
由
紀
夫
の
書
い
た
二
つ
の
「
熊
野
」

　
二
っ
の
「
熊
野
」
に
は
、
条
件
的
に
さ
ま
ざ
ま
な
差
異
が
あ
る
。
歌
舞
伎
は

歌
右
衛
門
の
要
請
を
受
け
、
彼
が
熊
野
を
演
じ
る
こ
と
が
決
ま
っ
て
い
た
。
三

島
歌
舞
伎
の
「
熊
野
」
は
あ
く
ま
で
も
「
歌
舞
伎
」
で
あ
る
。
三
島
が
そ
の
様

式
を
ま
も
る
こ
と
に
ど
れ
ほ
ど
腐
心
し
た
か
は
、
前
作
「
地
獄
変
」
「
鰯
売
恋

曳
網
」
発
表
時
の
彼
の
発
言
に
も
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
し
て
、
彼
は
歌
舞
伎
に

「
悲
劇
性
」
を
求
め
て
い
た
。
も
し
、
六
平
太
の
「
熊
野
に
は
恋
人
が
い
る
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
８

と
い
う
考
え
を
知
っ
て
い
た
と
し
て
も
、
そ
こ
に
「
卑
俗
」
な
解
釈
を
持
ち
込

む
こ
と
を
三
島
は
好
ま
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
。

　
三
島
は
「
『
熊
野
』
（
謡
曲
－
引
用
者
注
）
の
ス
ト
ー
リ
ィ
は
奇
怪
で
あ

　
璽

る
。
」
な
ど
と
い
う
理
解
を
再
演
以
降
示
す
よ
う
に
な
る
。
六
平
太
と
の
対
談

は
、
彼
に
新
し
い
「
熊
野
」
を
想
起
さ
せ
た
の
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
上
演
を
前

提
と
せ
ず
、
自
ら
考
え
た
主
題
の
み
を
ア
ダ
プ
ト
す
る
方
式
を
と
っ
て
い
た

『
近
代
能
楽
集
』
に
そ
れ
を
投
影
さ
せ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
三
島
の
作

り
出
し
た
二
つ
の
「
熊
野
」
に
は
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
違
い
が
あ
る
。
し
か

し
、
そ
の
両
者
を
比
較
す
る
こ
と
で
三
島
の
歌
右
衛
門
像
、
ま
た
歌
舞
伎
観
が

よ
り
明
ら
か
に
な
る
。
そ
れ
ば
か
り
で
は
な
い
。
新
し
い
見
解
を
知
り
、
そ
れ

を
参
考
に
全
く
違
う
世
界
を
持
っ
た
作
品
に
す
る
と
い
う
、
三
島
の
作
家
と
し

て
の
姿
勢
を
強
く
感
じ
さ
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

五
九



注◎◎　＠◎＠◎ゆ　＠＠＠＠＠＠

三
島
由
紀
夫
の
書
い
た
二
つ
の
「
熊
野
」

　
三
島
由
紀
夫
「
『
熊
野
』
に
っ
い
て
」
（
「
苔
会
プ
ロ
グ
ラ
ム
」
昭
３
０
・
２
）
全
集

２
６
巻
鵬
頁
。

　
中
村
歌
右
衛
門
「
『
三
島
歌
舞
伎
』
の
世
界
（
聞
き
手
織
田
紘
二
）
」
（
三
島
由
紀

夫
『
芝
居
日
記
』
所
収
、
ｍ
頁
、
平
３
・
７
・
５
、
中
央
公
論
社
）

　
中
村
歌
右
衛
門
・
山
川
静
夫
「
苔
会
」
（
『
歌
右
衛
門
の
六
十
年
１
ひ
と
つ
の
昭
和

歌
舞
伎
史
１
』
所
収
、
脳
頁
、
昭
６
１
・
１
・
２
０
、
岩
波
書
店
）

　
注
　
に
同
じ
、
醐
頁
。

　
注
＠
に
同
じ
。

　
注
　
に
同
じ
、
醐
頁
。

　
加
賀
山
直
二
「
歌
舞
伎
座
劇
評
・
『
伊
勢
物
語
』
身
替
狂
言
の
格
調
」
（
「
演
劇
界
」

２
３
１
７
、
昭
４
０
・
７
）

　
野
村
喬
「
歌
舞
伎
座
劇
評
・
三
島
歌
舞
伎
の
古
典
化
」
（
「
演
劇
界
」
３
１
１
５
、
昭

４
８
・
５
）

　
郡
司
正
勝
「
歌
舞
伎
座
劇
評
・
密
度
の
濃
い
『
時
雨
の
炬
燵
』
」
（
「
演
劇
界
」
２
５

１
１
２
、
昭
４
２
・
１
２
）

　
注
　
に
同
じ
、
醐
頁
。

　
注
　
に
同
じ
、
醐
頁
。

　
金
春
禅
竹
「
湯
谷
　
松
風
村
雨
」
〔
『
歌
舞
髄
脳
記
』
（
表
章
・
加
藤
周
一
校
注

『
日
本
思
想
体
系
２
４
、
世
阿
弥
禅
竹
』
所
収
、
湖
頁
、
昭
４
９
・
４
・
９
、
岩
波
書

店
）
〕

　
金
井
清
光
「
熊
野
」
（
『
能
の
研
究
』
所
収
、
獅
頁
、
昭
４
４
・
１
０
・
２
０
、
妥
楓
土
）

　
林
望
「
熊
野
の
『
焦
り
』
に
就
い
て
考
え
る
」
（
『
能
に
つ
い
て
考
え
る
十
二
帖
』

所
収
、
脳
頁
、
平
７
・
７
・
２
７
、
東
京
書
籍
）

　
権
藤
芳
一
「
平
宗
盛
」
（
『
能
に
生
き
る
歴
史
群
像
』
所
収
、
蜥
－
醐
頁
、
昭
４
７
・

２
・
２
０
、
淡
交
杜
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
〇

＠
　
注
＠
「
熊
野
」
（
西
野
春
雄
校
注
『
新
日
本
古
典
文
学
体
系
５
７
、
謡
曲
百
番
』
所
収
、

　
狐
頁
、
平
１
０
・
３
・
２
７
、
岩
波
書
店
）

＠
観
世
寿
夫
「
熊
野
」
〔
「
錬
仙
」
１
８
、
昭
２
９
・
５
、
『
観
世
寿
夫
著
作
集
一
　
世
阿

　
弥
の
世
界
』
所
収
、
皿
頁
－
肥
頁
、
昭
５
５
・
ｕ
・
２
０
、
平
凡
社
〕

＠
　
三
島
由
紀
夫
「
『
熊
野
』
に
つ
い
て
」
（
「
歌
舞
伎
座
番
付
」
昭
４
０
・
６
）
全
集
３
２

　
巻
３
３
頁
。

＠
注
＠
に
同
じ
。

ゆ
注
＠
に
同
じ
。

＠
注
＠
に
同
じ
。

　
　
　
　
　
　
　
ま
た
か
え
る
ゆ
や
の
は
る

ゆ
　
三
島
由
紀
夫
「
復
返
熊
野
春
」
（
「
歌
舞
伎
座
番
付
」
昭
３
２
・
４
）
全
集
２
７
巻
蜥
頁
。

＠
　
三
島
由
紀
夫
「
竹
本
劇
『
地
獄
変
』
」
（
「
歌
舞
伎
座
番
付
」
昭
２
８
・
１
２
）
全
集
２
６

　
巻
蜘
頁
。

ゆ
注
ゆ
に
同
じ
。

＠
　
注
○
に
同
じ
、
脳
頁
。

＠
　
三
島
由
紀
夫
「
澤
村
宗
十
郎
に
つ
い
て
」
（
「
日
本
演
劇
」
昭
２
２
・
４
）
全
集
２
５
巻

　
９
１
頁
。

ゆ
　
三
島
由
紀
夫
講
演
「
悪
の
華
」
（
昭
４
５
・
７
・
３
、
歌
舞
伎
俳
優
養
成
所
で
の
講

　
演
「
新
潮
」
８
５
１
１
、
昭
６
３
・
１
）

＠
　
注
Ｑ
に
同
じ
。

ゆ
　
三
島
由
紀
夫
「
能
－
そ
の
心
に
学
ぶ
」
（
「
マ
イ
ホ
ー
ム
」
昭
３
８
・
４
）
全
集
３
５
巻

　
胴
頁
。

ゆ
　
三
島
由
紀
夫
「
あ
と
が
き
」
（
三
島
由
紀
夫
『
近
代
能
楽
集
』
所
収
、
皿
頁
、
昭

　
３
１
・
４
・
３
０
、
新
潮
杜
）

＠
　
三
島
由
紀
夫
「
武
智
版
『
綾
の
鼓
』
に
つ
い
て
」
（
「
円
形
劇
場
に
よ
る
創
作
劇
の

　
タ
プ
ロ
グ
ラ
ム
」
昭
３
０
・
１
２
）
全
集
２
７
巻
脱
頁
。

ゆ
　
ド
ナ
ル
ド
・
キ
ー
ン
「
解
説
」
（
三
島
由
紀
夫
『
近
代
能
楽
集
』
所
収
、
捌
頁
、



　
昭
４
３
・
３
・
２
５
、
新
潮
杜
一

＠
　
田
中
美
代
子
「
魔
術
的
演
劇
空
間
」
一
「
国
立
劇
場
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
」
昭
５
６
・
７
・

　
７
－
７
・
１
５
一

＠
　
注
¢
に
同
じ
。

＠
　
注
＠
に
同
じ
。

＠
喜
多
六
平
太
「
伝
書
」
一
『
六
平
太
芸
談
』
所
収
、
ｍ
頁
、
昭
２
７
・
６
・
２
０
、
河
出

　
書
房
）
「
熊
野
」
は
、
「
湯
谷
」
「
遊
屋
」
と
表
記
す
る
こ
と
が
あ
る
。

ゆ
馬
場
あ
き
子
「
落
花
哀
惜
熊
野
」
一
『
花
と
余
情
　
能
の
世
界
』
所
収
、
１
０
０
頁
、

　
昭
５
０
・
１
０
・
２
５
、
淡
交
杜
一

＠
田
代
慶
一
郎
「
『
熊
野
』
を
読
む
」
一
コ
諸
曲
を
読
む
』
所
収
、
５
８
頁
、
昭
６
２
・

　
６
・
２
０
、
朝
日
新
聞
杜
）

ゆ
堂
本
正
樹
「
『
熊
野
』
の
花
ざ
か
り
」
一
『
劇
人
三
島
由
紀
夫
』
所
収
、
鵬
頁
、
平

　
６
・
４
・
１
５
、
劇
書
房
）

＠
　
注
＠
に
同
じ
、
５
９
頁
。

＠
　
三
島
由
紀
夫
・
喜
多
六
平
太
対
談
「
日
本
の
芸
術
」
一
「
群
像
」
所
収
、
ｍ
頁
、
ｕ

　
１
３
、
昭
３
１
・
３
）

＠
　
注
ゆ
に
同
じ
。

＠
　
注
◎
に
同
じ
。

＠
　
注
ゆ
に
同
じ
。

＠
　
注
ゆ
に
同
じ
。

＠
　
注
〇
一
に
同
じ
。

＠
　
注
＠
に
同
じ
。

＠
　
注
＠
に
同
じ
。

の
は
初
出
を
底
本
と
し
た
。
ま
た
謡
曲
「
熊
野
」
は
西
野
春
雄
校
注

古
典
文
学
体
系
５
７
　
謡
曲
百
番
』
一
平
１
０
・
３
・
２
７
、
岩
波
書
店
一
、

語
』
は
梶
原
正
昭
・
山
下
宏
明
校
注
『
新
日
本
古
典
文
学
大
系
４
４

上
』
一
平
３
・
６
・
２
０
、
岩
波
書
店
）
『
新
日
本
古
典
文
学
大
系
４
５

下
』
一
平
５
・
１
０
・
２
７
、
岩
波
書
店
）
を
底
本
と
し
た
。

『
新
日
本

『
平
家
物

平
家
物
語

平
家
物
語

〔
付
記
〕
　
本
稿
で
引
用
し
た
三
島
由
紀
夫
の
文
章
は
、
『
三
島
由
紀
夫
全
集
』
全
３
５
巻

　
　
補
巻
－
一
昭
４
８
・
４
・
２
５
－
昭
５
１
・
６
・
２
５
、
新
潮
社
一
を
、
全
集
未
収
の
も

三
島
由
紀
夫
の
書
い
た
二
つ
の
「
熊
野
」

六
一
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