
は
じ
め
に

三
島
由
紀
夫
の
初
期
作
品
「
み
の
も
の
月
」
は
、『
文

文
化
』
昭
和
一
七

年
一
一
月
号
に
発
表
さ
れ
、
昭
和
一
九
年
一
〇
月
に
七
丈
書
院
刊
行
の
『
花
ざ

か
り
の
森
』
に
収
録
さ
れ
た
。『
文

文
化
』
と
三
島
由
紀
夫
の
関
係
に
つ
い

て
は
数
多
く
の
論
考
が
見
ら
れ
る
も
の
の
、「
み
の
も
の
月
」
を
単
独
で
取
り

上
げ
た
作
品
論
は
管
見
に
入
ら
ず
、
短
評
程
度
し
か
見
あ
た
ら
な
い
。

「
み
の
も
の
月
」
を
『
文

文
化
』
色
の
濃
い
作
品
と
評
し
て
い
る
の
は
、

相
原
和

氏
、
越
次
倶
子
氏
、
小
原
優
氏
な
ど
で
あ
る
。
相
原
和

氏
は

「『
か
げ
ろ
ふ
の
日
記
』
の
翻
案
」
だ
と
一
言
指
摘
し
て
い
る
。
し
か
し
、
い
ず

れ
も
『
文

文
化
』
と
の
関
連
や
『
か
げ
ろ
ふ
の
日
記
』
か
ら
の
影
響
を
具
体

的
に
は
述
べ
て
い
な
い
。
そ
の
他
、
女
か
ら
死
ん
だ
男
に
宛
て
た
最
後
の
手
紙

に
つ
い
て
、
杉
本
和
弘
氏
が
「
自
分
自
身
に
宛
て
た
手
紙
」
で
あ
り
「
夢
想
の
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姿
勢
そ
の
も
の
の
ア
ナ
ロ
ジ
ー
と
な
り
得
て
い
る
」
と
評
し
、
下
河
部
行
輝
氏

が
「
形
式
と
し
て
は
、
最
後
は
破
綻
し
て
い
る
」
と
評
し
て
い
る
。

で
は
、
三
島
由
紀
夫
自
身
は
「
み
の
も
の
月
」
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
に
述
べ

て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。「「
彩
繪
硝
子
」
か
ら
「
岬
に
て
の
物
語
」
ま
で
が
、
私

の
戦
争
中
の
作
品
系
列
で
あ
り
、
色
彩
を
ほ
ぼ
同
じ
く
し
た
初
期
作
品
群
で
あ

り
、
日
本
浪
漫
派
の
強
い
影
響
下
に
送
ら
れ
た
私
の
少
年
期
を
記
念
す
る
一
群

の
短
篇
で
あ
る
」（『
三
島
由
紀
夫
作
品
集
４

中
篇
小
説
・
花
ざ
か
り
の
森
』

「
あ
と
が
き
」
昭

・

）
と
位
置
づ
け
た
三
島
は
、
そ
の
う
ち
の
一
作
「
み

の
も
の
月
」
を
「
王
朝
日
記
の
世
界
の
模
写
」（
同
）、「
日
本
古
典
、
お
よ
び

堀
辰
雄
に
よ
る
そ
の
現
代
語
訳
」
の
「
影
響
」
を
受
け
た
「
文
体
」（「
自
己
改

造
の
試
み
｜
重
い
文
体
と

外
へ
の
傾
倒
」
昭

・
８
）、「
恩
師
清
水
文
雄
先

生
の
同
人
雑
誌
「
文
芸
文
化
」
に
載
つ
た
」「
も
つ
と
も
国
文
学
風
、
王
朝
風
」

（『
三
島
由
紀
夫
短
篇
全
集
１
』「
あ
と
が
き
」
昭

・
３
）
の
作
品
と
自
解
す
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る
。
堀
辰
雄
『
か
げ
ろ
ふ
の
日
記
』
と
の
直
接
的
な
関
係
は
述
べ
て
い
な
い
が
、

国
文
学
、
王
朝
日
記
、
及
び
堀
の
古
典
翻
訳
作
品
か
ら
大
き
な
影
響
を
受
け
た

事
実
は
認
め
て
い
る
。
ま
た
、
堀
辰
雄
『
か
げ
ろ
ふ
の
日
記
』
に
つ
い
て
、

「
そ
の
仕
事
は
、「
ぽ
る
と
が
る
文
」
や
「
か
げ
ろ
ふ
の
日
記
」
や
「
和
泉
式
部

日
記
」
や
、
堀
氏
の
愛
し
た
「
ユ
ー
ジ
ェ
ニ
イ
・
ド
・
ゲ
ラ
ン
の
日
記
」
な
ど

の
、
女
流
日
記
文
学
の
系
列
に
ど
こ
か
で
つ
な
が
つ
て
ゐ
た
し
、
私
も
亦
意
識

的
に
、
王
朝
女
流
日
記
の
隠
さ
れ
た
熾
烈
な
肉
感
性
を
掘
り
起
さ
う
と
も
し
て

ゐ
た
。（
略
）
私
は
「
物
語
の
女
」
や
「
ほ
と
ゝ
ぎ
す
」
は
好
き
で
あ
る
。」

（「
現
代
小
説
は
古
典
た
り
得
る
か
」
昭

・
６

８
）
と
述
べ
、
堀
の
仕
事
を

意
識
し
つ
つ
、
王
朝
女
流
日
記
へ
の
関
心
を
示
し
て
い
る
。

本
稿
で
は
「
み
の
も
の
月
」
を
取
り
上
げ
、
堀
辰
雄
『
か
げ
ろ
ふ
の
日
記
』

か
ら
の
影
響
を
詳
し
く
考
察
し
、
さ
ら
に
『
文

文
化
』
と
の
関
連
も
具
体
的

に
論
じ
た
い
。一

、
堀
辰
雄
『
か
げ
ろ
ふ
の
日
記
』
の
影
響

昭
和
一
四
年
六
月
、
創
元
社
か
ら
刊
行
さ
れ
た
堀
辰
雄
の
小
説
『
か
げ
ろ
ふ

の
日
記
』
は
「
か
げ
ろ
ふ
の
日
記
」（『
改
造
』
昭

・

）
と
そ
の
続
編
「
ほ

と
と
ぎ
す
」（『
文

春
秋
』
昭

・
２
）
か
ら
成
っ
て
い
る
。

前
編
「
か
げ
ろ
ふ
の
日
記
」
に
は
、
初
出
誌
で
は
「
＊
＊
＊
様
／
甚
だ
突
然

で
ご
ざ
い
ま
す
け
れ
ど
、
思
ひ
切
つ
て
こ
の
手
紙
を
お
送
り
い
た
し
ま
す
。
数

年
前
に
亡
く
な
り
ま
し
た
母
が
残
し
て
行
つ
た
も
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。（
略
）

無
名
の
女
」
と
い
う
「
序
」
が
あ
る
。「
無
名
の
女
」
が
最
近
知
り
合
い
に
な

っ
た
人
の
勧
め
で
、
母
の
残
し
た
日
記
を
「
物
語
の
女
」
の
作
者
「
＊
＊
＊
」

に
送
る
こ
と
に
し
た
、
と
い
う
内
容
だ
。
こ
の
「
序
」
は
後
に
削
ら
れ
る
が
、

「
自
分
の
並
々
な
ら
ぬ
身
の
上
を
日
記
に
つ
け
て
見
た
ら
、
そ
ん
な
も
の
よ
り

も
反
つ
て
珍
ら
し
が
つ
て
く
れ
る
人
も
あ
る
か
も
知
れ
な
い
。
そ
れ
に
ま
た
、

世
間
の
人
々
が
、（
略
）
例
に
も
す
る
が
好
い
と
思
ふ
の
だ
。」（
そ
の
一
）
と

い
う
日
記
の
始
ま
り
の
言
葉
か
ら
、『
か
げ
ろ
ふ
の
日
記
』
が
、
原
典
の
藤
原

道
綱
母
『
蜻
蛉
日
記
』
と
同
様
、
後
に
読
ま
れ
る
こ
と
を
想
定
し
な
が
ら
も
特

定
の
誰
か
に
向
け
て
書
か
れ
て
は
い
な
い
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
、
一

人
称
で
は
あ
る
が
、
過
去
の
出
来
事
を
当
時
の
「
私
」
と
現
在
の
「
私
」
の
立

場
か
ら
相
対
的
に
描
い
て
い
る
の
で
、「
私
」
が
考
え
て
い
た
ほ
ど
夫
は
薄
情

な
男
で
は
な
い
と
わ
か
る
。
こ
れ
は
原
典
よ
り
も
堀
の
『
か
げ
ろ
ふ
の
日
記
』

に
よ
り
強
く
見
ら
れ
る
傾
向
で
あ
る
。

堀
の
『
か
げ
ろ
ふ
の
日
記
』
が
日
記
形
式
で
あ
る
の
に
対
し
て
、「
み
の
も

の
月
」
は
七
通
の
手
紙
の
み
で
構
成
さ
れ
て
い
る
。
一
通
目
は
女
か
ら
男
へ
、

二
通
目
は
男
か
ら
女
へ
、
三
通
目
は
女
か
ら
男
へ
、
四
通
目
と
五
通
目
は
男
か

ら
女
の
新
し
い
恋
人
で
あ
る
少
将
へ
、
六
通
目
は
男
か
ら
女
へ
、
七
通
目
は
女

か
ら
男
へ
、
と
な
っ
て
い
る
。
四
通
目
と
五
通
目
の
手
紙
で
は
、
少
将
か
ら
の

手
紙
が
あ
っ
た
こ
と
が
窺
え
る
が
、
そ
の
少
将
か
ら
の
手
紙
は
記
さ
れ
て
お
ら
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ず
、
男
と
女
の
二
人
の
手
紙
で
作
品
は
構
成
さ
れ
て
い
る
。
手
紙
で
あ
る
か
ら

す
べ
て
一
人
称
で
語
ら
れ
て
は
い
る
が
、
男
と
女
両
方
の
視
点
か
ら
出
来
事
が

相
対
化
さ
れ
て
描
か
れ
て
お
り
、『
か
げ
ろ
ふ
の
日
記
』
と
同
様
、
女
が
思
っ

て
い
る
ほ
ど
男
は
薄
情
で
は
な
い
と
わ
か
る
。
ま
た
、
全
体
を
通
し
て
手
紙
と

い
う
よ
り
自
照
的
な
日
記
の
要
素
が
強
い
。
こ
と
に
七
通
目
の
手
紙
は
死
ん
だ

男
宛
に
書
か
れ
た
も
の
で
あ
り
、
特
定
の
相
手
に
読
ま
れ
る
こ
と
を
想
定
し
て

い
な
い
。
堀
の
『
か
げ
ろ
ふ
の
日
記
』
は
日
記
形
式
、「
み
の
も
の
月
」
は
書

簡
形
式
、
と
形
式
は
異
な
る
が
、
平
安
朝
の
男
女
の
恋
愛
を
描
い
た
と
い
う
点
、

誰
か
特
定
の
読
者
を
対
象
と
し
て
い
な
い
点
、
一
人
称
で
自
照
的
に
心
情
を
語

る
点
、
出
来
事
を
相
対
化
し
つ
つ
描
い
て
い
る
と
い
う
点
は
共
通
す
る
。

「
み
の
も
の
月
」
で
は
、
最
初
の
手
紙
で
「
こ
の
ほ
ど
の
か
げ
ろ
ふ
の
や
う

な
あ
け
く
れ
を
送
つ
て
お
り
ま
す
」、
最
後
の
手
紙
で
「
蜻
蛉
の
と
び
か
う
て

ゐ
る
澄
み
き
つ
た
秋
空
を
な
が
め
」
と
、
女
は
「
か
げ
ろ
ふ
」
の
語
を
用
い
て

お
り
、
藤
原
道
綱
母
の
『
蜻
蛉
日
記
』
及
び
堀
辰
雄
の
『
か
げ
ろ
ふ
の
日
記
』

を
連
想
さ
せ
る
。
三
島
自
身
も
「
日
本
古
典
、
お
よ
び
堀
辰
雄
に
よ
る
そ
の
現

代
語
訳
」
を
模
倣
し
て
い
る
と
述
べ
て
い
る
と
お
り
で
あ
る
。
し
か
し
、
筋
の

展
開
や
女
の
造
型
と
い
う
点
で
は
、
原
典
の
『
蜻
蛉
日
記
』
よ
り
も
堀
辰
雄
の

『
か
げ
ろ
ふ
の
日
記
』
を
踏
襲
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

堀
辰
雄
『
か
げ
ろ
ふ
の
日
記
』
の
前
編
「
か
げ
ろ
ふ
の
日
記
」
で
は
、
道
綱

母
『
蜻
蛉
日
記
』
に
は
な
い
独
特
の
展
開
が
見
ら
れ
る
。
原
典
で
は
女
は
苦
し
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め
ら
れ
る
一
方
だ
が
、「
か
げ
ろ
ふ
の
日
記
」
で
は
女
の
ほ
う
が
次
第
に
男
を

苦
し
め
る
よ
う
に
な
る
。
例
え
ば
「
さ
う
い
ふ
あ
の
方
の
後
ろ
姿
は
、
私
の
心

な
し
か
、
い
つ
に
な
く
お
辛
さ
う
に
さ
へ
見
え
た
。」（
そ
の
六
）「
反
つ
て
あ

の
方
が
私
に
お
苦
し
め
ら
れ
に
な
つ
て
ゐ
る
の
が
、
ど
う
と
い
ふ
事
も
な
し
に
、

只
、
さ
う
や
つ
て
あ
の
方
の
な
す
が
ま
ま
に
な
つ
て
ゐ
る
う
ち
に
、
私
に
は
分

か
つ
て
来
た
の
だ
つ
た
。」（
そ
の
八
）
な
ど
の
箇
所
は
、
原
典
に
は
な
い
全
く

の
堀
の
創
作
で
あ
る
。
ま
た
掘
自
身
も
「
か
げ
ろ
ふ
の
日
記
」
に
つ
い
て
、

「
自
分
を
苦
し
め
た
男
を
い
ま
は
反
つ
て
見
下
ろ
し
て
ゐ
ら
れ
る
や
う
な
、
高

揚
し
た
心
の
状
態
を
、
私
が
そ
の
苦
し
い
女
主
人
公
の
た
め
に
最
後
に
見
つ
け

て
や
つ
た
事
は
、
こ
の
作
品
を
私
の
も
の
と
し
て
世
に
問
ふ
唯
一
の
口
実
と
も

な
り
ま
せ
う
。」（「
山
村
雑
記
」
昭

・
８
）
と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、「
か
げ

ろ
ふ
の
日
記
」
の
女
は
、「
自
分
を
自
分
で
も
ず
ゐ
ぶ
ん
昔
と
は
変
つ
た
な
」

（
そ
の
八
）
と
思
い
、「
あ
の
方
の
お
心
の
中
が
す
つ
か
り
見
え
透
い
て
」「
反

つ
て
お
か
し
い
位
に
」（
同
）
感
じ
る
よ
う
に
な
り
、「
か
り
そ
め
に
も
私
の
た

め
に
お
苦
し
め
ら
れ
に
な
つ
た
な
ん
ぞ
と
云
ふ
事
を
あ
の
方
に
は
お
分
か
り
に

な
ら
せ
ぬ
の
が
、
せ
め
て
も
の
私
の
思
ひ
や
り
で
で
も
あ
る
」（
同
）
と
、
自

分
の
た
め
に
苦
し
む
男
を
「
い
ま
は
反
つ
て
見
下
ろ
し
て
」
い
ら
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
。
し
か
し
、
結
末
で
「
あ
の
方
の
後
ろ
姿
を
、
突
然
、
胸
の
し
め
つ
け

ら
れ
る
や
う
な
思
ひ
で
見
入
り
」（
同
）
出
す
。
こ
れ
ら
の
部
分
も
原
典
に
は

な
い
堀
に
よ
る
添
加
で
あ
る
。
苦
し
め
ら
れ
て
い
た
女
の
ほ
う
が
男
を
苦
し
め



る
よ
う
に
な
り
、
女
自
身
は
落
ち
着
き
を
取
り
戻
す
が
、
最
後
に
男
が
去
る
の

を
見
て
ふ
い
に
胸
が
痛
む
、
と
い
う
こ
の
堀
の
創
作
し
た
展
開
は
「
み
の
も
の

月
」
に
取
り
入
れ
ら
れ
て
い
る
。

「
み
の
も
の
月
」
で
は
、
男
に
苦
し
め
ら
れ
て
い
た
女
が
、
次
第
に
男
を
苦

し
め
る
よ
う
に
な
る
。
最
初
の
手
紙
で
は
「
ど
う
ぞ
お
心
を
昔
に
か
へ
し
て
下

さ
い
ま
し
。
ど
う
ぞ
再
び
わ
た
く
し
に
会
ふ
と
仰
有
つ
て
下
さ
い
ま
し
。」
と

情
熱
的
で
あ
っ
た
女
は
、
い
つ
し
か
少
将
を
通
わ
せ
る
よ
う
に
な
り
、
男
に
は

「
ず
い
ぶ
ん
と
久
し
く
消
息
ひ
と
つ
」
よ
こ
さ
な
く
な
る
。
男
は
苦
し
み
の
あ

ま
り
次
第
に
狂
気
に
陥
っ
て
い
く
。「
み
る
は
ず
の
な
い
も
の
ば
か
り
よ
く
み

た
り
」、
女
を
強
い
調
子
で
責
め
た
り
、「
憑
か
れ
た
や
う
に
」
な
る
。
男
は
突

然
女
の
も
と
を
訪
れ
、
女
を
家
に
迎
え
た
い
と
言
う
が
、
女
は
答
え
ず
、「
や

す
ら
か
」
に
男
で
は
な
く
少
将
の
こ
と
を
「
お
慕
ひ
い
た
し
て
を
り
ま
す
」
と

は
っ
き
り
言
う
。
女
は
自
分
の
「
心
に
い
さ
さ
か
の
揺
ぎ
も
な
か
つ
た
」
こ
と

に
気
付
く
。
し
か
し
男
の
背
中
を
見
送
っ
た
時
、「
な
げ
き
」
が
「
に
わ
か
に

わ
が
身
を
み
た
し
て
」
き
た
。
苦
し
め
ら
れ
て
い
た
女
の
方
が
、
男
を
苦
し
め

る
よ
う
に
な
り
、
自
分
自
身
は
静
か
な
心
を
と
り
戻
す
が
、
最
後
に
男
が
去
る

の
を
見
て
ふ
い
に
胸
が
痛
む
と
い
う
の
は
、
原
典
よ
り
も
堀
の
「
か
げ
ろ
ふ
の

日
記
」
の
展
開
に
近
い
。

「
か
げ
ろ
ふ
の
日
記
」
の
女
の
造
型
に
つ
い
て
、
堀
は
「
私
が
さ
う
い
ふ
孤

独
の
な
か
で
そ
ん
な
煩
悩
お
ほ
き
女
の
日
記
を
書
い
て
ゐ
た
（
略
）
私
の
対
象

と
し
て
選
ぶ
べ
き
女
は
、
何
か
日
々
の
孤
独
の
た
め
に
心
の
弱
ま
る
や
う
な
こ

ち
ら
を
引
き
立
て
て
ず
ん
ず
ん
向
う
の
気
持
ち
に
引
き
摺
り
込
ん
で
く
れ
る
や

う
な
、
強
い
心
の
持
主
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
つ
た
。
し
か
も
そ
れ
は
見
事
に

失
恋
し
た
女
で
あ
り
、
自
分
を
去
つ
た
男
を
詮
め
切
れ
ず
に
何
処
ま
で
も
心
で

追
つ
て
、
い
つ
か
そ
の
心
の
領
域
で
は
相
手
の
男
を
は
る
か
に
追
ひ
越
し
て
し

ま
ふ
ほ
ど
気
概
の
あ
る
女
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
つ
た
。」（「
姨
捨
記
」
昭

・
８
）
と
述
べ
て
い
る
。
自
分
を
苦
し
め
た
男
を
苦
し
め
る
女
、
煩
悩
多
き

女
、
強
い
心
の
持
ち
主
、
と
い
う
特
徴
は
、
原
典
を
離
れ
た
創
作
の
目
立
つ

（
そ
の
七
）（
そ
の
八
）
で
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
続
編
「
ほ
と
と
ぎ
す
」
に

至
っ
て
最
も
顕
著
に
な
る
。
続
編
で
は
原
典
を
大
き
く
離
れ
、
女
は
、
夫
の
愛

人
の
娘
を
引
き
取
り
育
て
、
そ
の
娘
に
求
婚
す
る
「
頭
の
君
」
が
次
第
に
自
分

を
愛
す
る
よ
う
に
な
る
と
、
彼
を
思
う
が
ま
ま
に
翻
弄
し
苦
し
め
ぬ
く
。

三
島
は
、「
か
げ
ろ
ふ
の
日
記
」
の
後
半
部
と
続
編
「
ほ
と
と
ぎ
す
」
に
顕

著
な
、
男
を
苦
し
め
ぬ
く
女
、
煩
悩
多
き
女
、
強
い
心
の
持
ち
主
と
い
っ
た
女

の
性
格
を
「
み
の
も
の
月
」
に
取
り
入
れ
て
い
る
。
プ
ロ
ロ
ー
グ
に
「
煩
悩
う

ち
に
も
よ
ほ
し

／
あ
た
か
も
水
中
の
月
の
／
波
に
し
た
が
ひ
て
う
ご
き
や

す
く
／
往
生
要
集
大
文
第
二
」
と
あ
る
が
、
こ
れ
は
大
文
第
二
の

「
第
十
に
増
進
仏
道
の
楽
」

苦
と
云
ひ
、
楽
と
云
ひ
、
遠
く
解
脱
を
離
る
。
若
し
は
昇
、
若
し
は
沈
、

輪
廻
に
非
ず
と
い
ふ
こ
と
無
し
。
適
々
発
心
し
て
修
行
す
る
者
有
り
と
雖
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も
、
亦
成
就
す
る
こ
と
難
し
。
煩
悩
内
に
催
し
、
悪
縁
外
に
牽
い
て
、
或

は
二
乗
の
心
を
発
し
、
或
は
三
悪
道
に
還
る
。
譬
へ
ば
、
恰
も
水
中
の
月

の
、
波
に
随
つ
て
動
き
易
く
、
陣
前
の
軍
の
、
刃
に
臨
め
ば
則
ち
還
る
が

ご
と
し
。
魚
子
は
長
じ
難
く
、
菴
果
は
熟
す
る
こ
と
少
し
。（
傍
線
引
用

者
）

に
基
づ
い
て
い
る
。
こ
の
箇
所
か
ら
、
発
心
や
修
行
な
ど
へ

が
る
部
分
は
省

き
、
煩
悩
を
表
す
部
分
の
み
を
プ
ロ
ロ
ー
グ
で
使
用
し
て
い
る
。
そ
し
て
作
品

の
題
に
、
煩
悩
を
象
徴
す
る
「
み
の
も
の
月
」
と
い
う
語
を
据
え
て
お
り
、
あ

き
ら
か
に
「
み
の
も
の
月
」
の
女
も
「
煩
悩
お
ほ
き
女
」
と
し
て
描
か
れ
て
い

る
こ
と
が
わ
か
る
。
女
は
最
後
の
手
紙
で
、
浄
土
を
見
る
こ
と
は
で
き
る
だ
ろ

う
か
と
自
問
し
、「
い
ゝ
え
、
そ
れ
は
な
り
ま
す
ま
い
」、「
こ
の
地
上
に
あ
つ

て
哀
し
み
に
た
へ
て
」
い
く
、「
わ
た
く
し
は
、
み
の
も
の
月
で
ご
ざ
い
ま
す

か
ら
」
と
言
い
切
る
。
こ
れ
は
堀
が
描
い
た
「
煩
悩
お
ほ
き
」、
し
か
し
「
気

概
の
あ
る
」「
強
い
性
格
の
持
ち
主
」
と
い
う
女
の
特
徴
と
共
通
す
る
。

二
、
鬼
の
伝
説

「
み
の
も
の
月
」
の
女
は
、
男
と
の
間
に
で
き
た
娘
の
夏
萩
を
、
異
常
な
ま

で
に
可
愛
が
る
。「
夏
萩
」
と
い
う
語
は
、
藤
原
道
信
の
「
露
に
だ
に
心
お
か

る
な
夏
萩
の
下
葉
の
色
よ
そ
れ
な
ら
ず
と
も
」
や
大
斎
院
前
の
「
さ
く
事
は
ま

た
み
え
ね
と
も
な
つ
は
き
の
し
た
は
ゝ
あ
き
の
き
に
そ
み
え
け
る
」
に
詠
ま
れ
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る
よ
う
に
、「
う
つ
ろ
い
始
め
た
心
」
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
を
持
つ
。
こ
の
「
渾

名
」
は
男
が
名
付
け
た
も
の
で
、
そ
の
よ
う
な
イ
メ
ー
ジ
を
持
つ
と
い
う
点
、

男
と
同
様
に
「
夏
萩
も
ま
た
わ
が
身
を
削
る
小
川
だ
か
ら
」
愛
し
い
と
女
が
述

べ
て
い
る
点
か
ら
、
女
は
夏
萩
を
心
変
わ
り
し
た
男
の
代
理
と
し
て
い
た
と
考

え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
女
は
少
将
を
通
わ
せ
男
を
苦
し
め
る
よ
う
に
な
る
と
、

そ
れ
に
対
応
す
る
か
の
よ
う
に
、
今
度
は
夏
萩
を
心
変
わ
り
し
だ
し
た
自
分
自

身
に
重
ね
合
わ
せ
る
。
女
は
そ
の
幼
い
夏
萩
に
「
あ
さ
ん
づ
の
橋
の

と
ゞ
ろ

と
／
降
り
に
し
雨
の

古
り
に
し
わ
れ
を
／
誰
ぞ
此

中
人
た
て
ゝ
／
御

許
の
か
た
ち
消
息
し
／
と
ぶ
ら
ひ
に
来
る
や

さ
公
達
や
」
と
い
う
、
遊
女
の

嘆
き
を
自
嘲
的
に
歌
っ
た
催
馬
楽
「
浅
水
」
を
歌
わ
せ
る
。
男
は
、
女
が
夏
萩

を
異
様
な
ま
で
に
可
愛
が
る
こ
と
に
以
前
か
ら
不
安
を
覚
え
て
い
た
が
、
こ
の

よ
う
な
遊
女
の
歌
を
幼
い
娘
に
歌
わ
せ
て
い
る
こ
と
を
知
っ
て
、「
な
ぞ
と
い

ふ
催
馬
楽
を
あ
の
い
と
け
な
い
子
に
う
た
は
せ
た
り
す
る
」
の
は
「
耐
へ
が
た

い
」
と
述
べ
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
こ
の
「
耐
へ
が
た
い
」
と
い
う
の
は
、
単
な

る
嫌
悪
で
は
な
く
あ
る
種
の
畏
怖
と
考
え
ら
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
そ
れ
に
続
い
て
、

女
に
「
神
の
や
う
な
あ
こ
が
れ
を
お
ぼ
え
て
ゐ
た
」
と
、「
こ
の
世
で
な
ら
び

な
く
勁
い
な
ら
び
な
く
お
そ
ろ
し
い
女
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
か
ら
だ
。
女

自
身
も
夏
萩
を
「
物
狂
ほ
し
い
ほ
ど
に
」
可
愛
が
っ
て
い
た
こ
と
を
、「
一
心

に
念
じ
て
行
ひ
と
ほ
し
た
禊
の
や
う
に
お
ぼ
え
る
」
と
言
う
。「
み
の
も
の

月
」
の
女
は
、
男
を
苦
し
め
翻
弄
す
る
女
で
あ
り
、
ま
た
さ
ら
に
男
に
恐
怖
さ



え
与
え
る
「
な
ら
び
な
く
お
そ
ろ
し
い
女
」
な
の
だ
っ
た
。

そ
も
そ
も
、
女
に
は
、
終
始
人
間
を
超
え
る
霊
的
な
も
の
の
イ
メ
ー
ジ
が
つ

い
て
ま
わ
る
。
一
通
目
の
手
紙
で
は
、
女
は
『
蜻
蛉
日
記
』
の
道
綱
母
の
よ
う

に
、
男
に
苦
し
め
ら
れ
て
も
な
お
あ
き
ら
め
切
れ
ず
、「
か
げ
ろ
ふ
の
や
う
な

あ
け
く
れ
」
を
送
っ
て
い
る
哀
れ
な
女
に
す
ぎ
な
い
。
と
こ
ろ
が
二
通
目
の
男

の
手
紙
以
降
、
女
は
怖
ろ
し
い
存
在
と
し
て
描
か
れ
始
め
る
。
二
通
目
の
手
紙

で
、
男
が
見
た
夢
の
話
が
語
ら
れ
る
が
、
そ
れ
は
鬼
の
顔
を
ふ
と
の
ぞ
い
て
み

る
と
女
だ
っ
た
と
い
う
夢
だ
。
男
自
身
は
は
じ
め
は
「
ば
か
げ
た
話
」
だ
と
言

っ
て
い
た
が
、
そ
ん
な
男
の
言
葉
に
対
し
、
三
通
目
の
返
信
で
女
は
「
お
そ
ろ

し
く
は
お
い
で
な
さ
い
ま
せ
ん
か
。
考
へ
て
も
ご
ら
ん
あ
そ
ば
す
が
よ
い
。
こ

の
世
界
の
ど
こ
か
で
日
す
が
ら
あ
な
た
の
こ
と
を
御
偲
び
ま
ゐ
ら
せ
て
ゐ
る
女

が
ゐ
る
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。」
だ
と
か
、「
あ
の
受
領
の
女
の
と
こ
ろ
へ
お
こ
し

の
折
、
枕
上
に
お
立
ち
申
し
上
げ
る
か
も
存
じ
ま
せ
ん
よ
。」
な
ど
と
、
男
の

不
安
を
あ
お
る
。
次
第
に
男
の
恐
怖
は
深
ま
り
、
四
通
目
の
少
将
へ
の
手
紙
で
、

男
は
「
お
そ
ろ
し
く
て
な
ら
な
い
」
と
訴
え
、
女
に
は
「
神
さ
び
た
力
」
が
あ

る
の
だ
と
い
う
。
そ
し
て
五
通
目
の
手
紙
で
、
女
に
「
神
の
や
う
な
あ
こ
が
れ

を
お
ぼ
え
て
ゐ
た
」
と
、「
こ
の
世
で
な
ら
び
な
く
勁
い
な
ら
び
な
く
お
そ
ろ

し
い
女
で
あ
る
」
と
言
う
。
女
が
枕
上
に
立
つ
こ
と
は
な
か
っ
た
よ
う
だ
が
、

六
通
目
の
手
紙
で
語
ら
れ
る
よ
う
に
、
男
は
聞
こ
え
る
は
ず
の
な
い
女
の
声
を

聞
き
、
見
え
る
は
ず
の
な
い
女
の
面
影
を
見
て
い
る
。
こ
れ
は
す
な
わ
ち
女
の

念
が
男
の
前
に
姿
を
現
し
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
こ
の
手
紙
の
数
日
後
、

少
将
を
愛
し
て
い
る
と
い
う
決
定
的
な
女
の
言
葉
を
聞
き
、
男
は
死
ん
で
し
ま

う
。で

は
い
っ
た
い
、
女
に
与
え
ら
た
イ
メ
ー
ジ
、
人
間
で
は
な
い
霊
的
な
存
在

と
は
何
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
羅
生
門
の
鬼
に
始
ま
り
、
鬼
女
、
橋
姫
、
神
へ

と
つ
な
が
る
。
夢
の
中
で
、
男
は
羅
生
門
の
鬼
が
町
に
あ
ら
わ
れ
る
と
い
う
噂

を
耳
に
し
、
表
に
立
つ
。
す
る
と
牛
車
が
ゆ
る
ゆ
る
と
近
づ
い
て
き
て
、
男
の

前
で
止
ま
り
、
中
か
ら
「
か
す
か
に
つ
め
た
く
汗
ば
ん
だ
や
う
な
美
し
い
手
」

が
差
し
出
さ
れ
る
。
そ
の
手
に
誘
わ
れ
て
男
は
車
に
乗
ろ
う
と
す
る
が
、「
そ

れ
は
鬼
だ
、
触
つ
て
は
い
け
な
い
。」
と
周
囲
に
引
き
留
め
ら
れ
る
。
ふ
と

「
そ
れ
」
の
顔
を
見
る
と
、
な
ん
と
女
だ
っ
た
。
こ
の
夢
の
話
は
、
謡
曲
「
羅

生
門
」
で
知
ら
れ
る
一
連
の
鬼
の
伝
説
か
ら
来
て
い
る
。

謡
曲
「
羅
生
門
」
で
は
、
源
頼
光
に
仕
え
る
渡
辺
綱
が
、
羅
生
門
に
住
む
鬼

の
腕
を
切
る
。
鬼
は
時
機
を
み
て
腕
を
取
り
返
し
に
来
る
ぞ
と
言
い
残
し
て
空

に
逃
げ
上
る
。
こ
の
本
説
と
考
え
ら
れ
て
い
る
話
が
『
太
平
記
』
や
『
平
家
物

語
』「
剣
巻
」
に
見
ら
れ
る
。『
太
平
記
』
巻
第
三
二
「
鬼
丸
鬼
切
の
事
」
で
は
、

綱
は
女
に
変
装
し
て
、
羅
生
門
で
は
な
く
大
和
国
宇
多
郡
の
杜
に
住
む
鬼
の
腕

を
切
り
、
頼
光
に
献
上
す
る
。
頼
光
は
「
占
夢
の
博
士
」
の
指
示
で
物
忌
み
す

る
が
、
鬼
は
頼
光
の
母
に
化
け
て
腕
を
取
り
返
し
に
や
っ
て
く
る
。「
剣
巻
」

で
は
、
綱
は
、
一
条
堀
川
の
戻
橋
で
、
美
し
い
女
房
に
化
け
た
愛
宕
山
の
鬼
の
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腕
を
切
り
、
頼
光
に
献
上
す
る
。
綱
は
安
倍
晴
明
の
指
示
に
従
い
物
忌
み
す
る

が
、
鬼
が
綱
の
伯
母
に
化
け
て
腕
を
取
り
返
し
に
来
る
。
そ
の
他
に
も
、『
今

昔
物
語
集
』
巻
第
二
十
七
「
近
江
国
安
義
橋
鬼

人
語
第
十
三
」
に
、
近
江
の

安
義
橋
で
美
女
に
化
け
た
鬼
と
出
会
っ
た
男
が
、
鬼
か
ら
逃
げ
物
忌
み
し
て
い

る
と
、
男
の
弟
に
化
け
た
鬼
が
や
っ
て
き
て
男
を
殺
す
、
と
い
う
話
も
あ
る
。

「
み
の
も
の
月
」
で
は
、
羅
生
門
の
鬼
、
鬼
の
手
、
美
女
に
化
け
る
、
と
い
う

点
で
、
こ
れ
ら
一
連
の
鬼
の
伝
説
を
連
想
さ
せ
る
。

ま
た
、
羅
生
門
の
鬼
と
い
う
の
は
、
捨
て
ら
れ
た
妻
が
恨
み
の
あ
ま
り
鬼
と

な
っ
た
と
い
う
橋
姫
の
伝
説
も
連
想
さ
せ
る
。
羅
生
門
の
鬼
退
治
の
伝
説
が
、

橋
姫
の
伝
説
と
一
体
化
し
て
い
る
か
ら
だ
。
謡
曲
「
姫
切
」
や
「
戻
り
橋
」
で

は
、
頼
光
の
家
来
（
綱
、
秀
武
）
が
退
治
す
る
の
は
、
宇
治
橋
や
一
条
戻
り
橋

の
鬼
、
つ
ま
り
橋
姫
で
あ
る
。
ま
た
、
謡
曲
「
橋
姫
」
や
「
鉄
輪
」
で
は
、
捨

て
ら
れ
た
妻
が
恨
み
の
あ
ま
り
、
貴
船
神
社
に
詣
で
生
き
な
が
ら
鬼
と
な
り
、

美
女
に
化
け
て
出
る
の
だ
が
、
こ
れ
と
同
様
の
話
が
「
剣
巻
」
で
は
、
綱
の
退

治
し
た
鬼
の
前
身
と
し
て
語
ら
れ
て
い
る
。
あ
る
公
俛
の
娘
が
、
夫
の
新
し
い

妻
を
妬
む
あ
ま
り
、
貴
船
神
社
に
詣
で
て
、
宇
治
の
河
瀬
で
生
き
な
が
ら
鬼
と

な
し
て
も
ら
っ
た
。「
宇
治
の
橋
姫
と
は
こ
れ
な
る
べ
し
」。
鬼
は
女
や
男
に
自

由
に
変
じ
て
人
を
取
り
殺
し
た
、
と
い
う
話
だ
。

こ
の
よ
う
に
、
鬼
と
な
っ
た
橋
姫
の
伝
説
と
、
羅
生
門
の
鬼
退
治
の
伝
説
は
、

一
体
化
し
て
い
る
わ
け
だ
が
、「
宇
治
の
橋
姫
」
と
い
う
の
は
単
な
る
恐
怖
や
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嫌
悪
の
対
象
で
は
な
い
。『
古
今
和
歌
集
』
巻
一
四
「
恋
歌
四
」
の
「
さ
む
し

ろ
に
衣
か
た
し
き
今
宵
も
や
我
を
松
覧
宇
治
の
橋
姫
」
や
、
巻
一
七
「
雑
歌

上
」
の
「
ち
は
や
ぶ
る
宇
治
の
橋
姫
な
れ
を
し
ぞ
か
な
し
と
は
思
ふ
年
の
へ
ぬ

れ
ば
」
な
ど
、「
宇
治
の
橋
姫
」
と
い
う
語
は
数
多
く
の
歌
の
中
で
、
古
い
な

じ
み
の
妻
や
待
つ
女
の
代
名
詞
と
し
て
用
い
ら
れ
て
き
た
か
ら
だ
。
ま
た
、

「
さ
む
し
ろ
に
」
の
歌
か
ら
生
ま
れ
た
、
御
伽
草
子
『
橋
姫
物
語
』
で
も
、「
宇

治
の
橋
姫
」
は
夫
に
と
っ
て
、
愛
情
の
対
象
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
「
宇
治
の
橋

姫
」
は
、
例
え
ば
『
袖
中
抄
』
で
「
宇
治
は
し
ひ
め
と
は
姫
大
明
神
と
て
、
宇

治
の
橋
下
に
お
は
す
る
神
を
申
す
に
や
。
そ
の
神
の
も
と
へ
離
宮
と
申
神
の
毎

夜

か
よ
ひ
給
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
怖
ろ
し
い
鬼
な
ど
で
は
な
く
、

離
宮
の
神
に
愛
さ
れ
る
、
橋
を
守
る
神
だ
っ
た
の
だ
。

「
み
の
も
の
月
」
で
は
、
女
に
「
羅
生
門
の
鬼
」
の
イ
メ
ー
ジ
が
与
え
ら
れ

て
い
る
。
そ
れ
は
、
鬼
が
美
し
い
女
に
化
け
る
と
い
う
伝
説
だ
け
で
な
く
、
捨

て
ら
れ
た
妻
が
鬼
と
な
っ
た
伝
説
、
さ
ら
に
は
橋
姫
と
い
う
神
の
伝
説
ま
で
含

み
込
む
も
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
男
は
、
女
に
対
し
て
単
な
る
恐
怖
や
嫌
悪

で
は
な
く
、「
神
さ
び
た
力
」
を
持
つ
古
い
な
じ
み
の
妻
へ
、
愛
情
を
抱
き
、

そ
し
て
ま
た
畏
怖
に
近
い
「
お
そ
れ
」
や
「
神
の
や
う
な
あ
こ
が
れ
」
を
感
じ

て
い
た
。

と
こ
ろ
で
、
夫
の
新
し
い
妻
を
殺
す
こ
と
は
あ
っ
て
も
、
自
分
を
苦
し
め
た

夫
に
鬼
女
と
な
っ
て
復
讐
す
る
、
と
い
う
よ
う
な
話
は
鬼
の
伝
説
に
は
見
あ
た



ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
、「
み
の
も
の
月
」
の
女
が
、
自
分
を
苦
し
め
た
夫
を

逆
に
自
分
の
ほ
う
が
翻
弄
し
苦
し
め
る
よ
う
に
な
る
と
い
う
展
開
は
、
や
は
り

堀
辰
雄
の
『
か
げ
ろ
ふ
の
日
記
』
か
ら
の
影
響
と
言
え
る
。「
み
の
も
の
月
」

は
、『
か
げ
ろ
ふ
の
日
記
』
の
、「
煩
悩
お
ほ
き
女
」「
気
概
の
あ
る
女
」
が
自

分
を
苦
し
め
た
夫
を
逆
に
苦
し
め
ぬ
く
と
い
う
、
原
典
に
は
な
い
堀
辰
雄
に
よ

る
創
作
に
、
さ
ら
に
捨
て
ら
れ
た
恨
み
の
あ
ま
り
鬼
と
な
っ
た
女
の
イ
メ
ー
ジ

を
加
え
て
い
た
の
だ
。

三
、『
文

文
化
』
の
中
で

羅
生
門
の
鬼
、
鬼
女
、
橋
姫
、
神
へ
と
連
な
る
女
の
イ
メ
ー
ジ
は
、「
み
の

も
の
月
」
が
発
表
さ
れ
た
雑
誌
『
文

文
化
』
の
方
向
性
に
沿
っ
た
も
の
だ
っ

た
。『
文

文
化
』
は
昭
和
一
三
年
七
月
、
池
田
勉
、
蓮
田
善
明
、
栗
山
理
一
、

清
水
文
雄
ら
が
、「
国
文
学
徒
の
立
場
か
ら
新
日
本
文
学
創
造
へ
の
運
動
と
し

て
発
足
」（『
文

文
化
』
創
刊
号
「
後
記
」）
さ
せ
た
雑
誌
で
あ
る
。「
伝
統
を

し
て
自
ら
権
威
を
以
て
語
ら
し
め
、
我
等
は
そ
れ
へ
の
信
頼
を
告
白
し
、
以
て

古
典
精
神
の
指
導
に
聴
く
べ
き
で
あ
る
。」（
同
「
創
刊
の
辞
」）
と
い
う
よ
う

に
、「
国
文
学
」
の
立
場
か
ら
、「
古
典
精
神
」
と
「
伝
統
」
へ
の
「
感
謝
」
と

「
信
従
」
を
謳
っ
て
い
る
。
そ
し
て
「
人
わ
ざ
の
文
学
」「
人
為
文
学
」
を
否
定

し
て
「
神
韻
」
で
あ
る
和
歌
を
文
学
の
根
源
と
し
、「
お
よ
そ
文
芸
の
原
理
」

は
「
招
神
・
見
神
の
絶
対
感
」「
神
の
も
の
の
絶
対
感
」
で
あ
る
と
考
え
る
。

論
者
に
よ
っ
て
多
少
の
違
い
は
あ
る
が
、
要
す
る
に
、
和
歌
及
び
文
芸
全
般
は

神
に
関
わ
る
言
葉
で
あ
る
べ
き
だ
と
い
う
文
学
観
で
あ
る
。

三
島
が
「
王
朝
日
記
の
世
界
の
模
写
」、「
も
つ
と
も
国
文
学
風
、
王
朝
風
」

と
自
解
し
て
い
る
と
お
り
、「
み
の
も
の
月
」
は
藤
原
道
綱
母
『
蜻
蛉
日
記
』

と
堀
辰
雄
『
か
げ
ろ
ふ
の
日
記
』
を
踏
ま
え
て
お
り
、『
文

文
化
』
の
「
信

従
」
す
る
国
文
学
的
世
界
、「
伝
統
」
の
日
本
古
典
の
世
界
を
描
い
て
い
る
。

ま
た
、「
み
の
も
の
月
」
は
、「
橋
姫
」
と
い
う
神
の
イ
メ
ー
ジ
を
与
え
ら
れ
た

女
の
言
葉
で
締
め
く
く
ら
れ
、
文
学
は
神
に
関
わ
る
言
葉
で
あ
る
べ
き
だ
と
考

え
る
『
文

文
化
』
と
色
調
を
と
も
に
し
て
い
る
。

「
み
の
も
の
月
」
は
プ
ロ
ロ
ー
グ
に
、『
往
生
要
集
』
の
修
行
や
発
心
に

が

る
部
分
は
省
き
、
煩
悩
を
表
す
部
分
の
み
を
引
用
し
て
い
る
。
そ
し
て
結
末
で

は
、
女
は
浄
土
へ
の
道
を
き
っ
ぱ
り
と
拒
否
し
、
生
き
る
こ
と
を
決
意
す
る
。

『
往
生
要
集
』
を
用
い
な
が
ら
も
、
往
生
念
願
は
否
定
さ
れ
て
い
る
の
だ
。
こ

の
点
も
、『
文

文
化
』
の
「
か
ら
ご
こ
ろ
」
を
排
し
「
や
ま
と
だ
ま
し
ひ
」

を
称
揚
す
る
、
国
文
学
の
あ
り
方
と
一
致
す
る
。

「
か
ら
ご
こ
ろ
」
を
排
せ
よ
と
い
う
の
は
『
文

文
化
』
全
体
の
傾
向
で
あ

る
が
、
そ
の
中
で
蓮
田
善
明
の
評
論
に
注
目
し
た
い
。『
文

文
化
』
の
最
も

中
心
的
な
人
物
の
一
人
で
あ
っ
た
蓮
田
は
、
国
学
の
始
祖
を
鴨
長
明
と
考
え
、

昭
和
一
六
年
四
月
号
か
ら
一
二
月
号
に
か
け
て
、
ほ
ぼ
毎
号
「
鴨
長
明
」
と
い

う
評
論
を
掲
載
し
た
。
そ
こ
で
蓮
田
は
、
一
見
仏
教
的
に
見
え
る
『
発
心
集
』

三
島
由
紀
夫
「
み
の
も
の
月
」
論

九
二



や
『
方
丈
記
』
で
、
鴨
長
明
が
「
仏
教
的
教
説
や
往
生
念
願
へ
の
傾
き
か
ら
却

つ
て
逡
巡
し
て
己
一
個
の
詩
人
の
決
心
を
堅
く
守
つ
て
ゐ
た
」
こ
と
、「
仏
教

的
な
論
弁
に
、
最
後
の
憤
怒
を
以
て
、
絶
断
」
し
た
こ
と
、
仏
教
の
説
く
「
便

利
な
市
民
的
な
、
救
済
法
」
を
「
軽
蔑
」
し
「
嫌
悪
」
し
た
こ
と
（「
鴨
長

明
」
第
七
回
『
文

文
化
』
昭

・

）
を
主
張
し
て
い
る
。
蓮
田
は
鴨
長
明

が
「
か
ら
ご
こ
ろ
」
を
排
し
て
い
た
と
し
、
そ
こ
に
『
発
心
集
』
や
『
方
丈

記
』
の
価
値
を
置
い
て
い
る
。
こ
の
連
載
の
中
で
、
蓮
田
は
『
往
生
要
集
』
に

つ
い
て
も
言
及
し
て
い
る
。
鴨
長
明
は
『
往
生
要
集
』
の
「
厭
離
穢
土
」
に
、

「
恋
、
和
歌
、
管
弦
、
等
」
の
「「
す
き
」
の
こ
と
」
を
意
識
し
、
方
丈
の
庵
の

中
に
携
え
て
い
た
。
し
か
し
、『
往
生
要
集
』
が
「
正
修
念
仏
」
を
説
く
あ
た

り
か
ら
「
退
屈
し
不
快
に
」
な
っ
た
。
長
明
は
「
極
楽
へ
往
か
う
と
は
願
は
な

い
」、
な
ぜ
な
ら
彼
は
「
詩
人
」
で
あ
り
「
も
つ
と
も
純
粋
に
生
を
知
つ
て
熱

く
之
を
養
は
ん
と
す
る
者
」
で
あ
る
か
ら
だ
（「
鴨
長
明
」
第
七
回
）
と
い
う
。

鴨
長
明
の
『
往
生
要
集
』
と
の
関
わ
り
を
論
じ
た
こ
の
蓮
田
の
評
論
は
、「
み

の
も
の
月
」
の
『
往
生
要
集
』
の
用
い
方
に
影
響
を
与
え
て
い
た
に
違
い
な
い
。

「
み
の
も
の
月
」
で
は
、『
往
生
要
集
』
の
往
生
念
願
を
表
す
部
分
は
用
い
ず
、

「
煩
悩
」
を
た
と
え
る
語
を
作
品
の
題
に
用
い
た
。
そ
し
て
、
長
明
は
『
往
生

要
集
』
の
説
く
仏
教
的
救
い
を
拒
否
し
、「「
好
き
」
の
こ
と
」
つ
ま
り
「
生
」

に
生
き
た
と
い
う
の
と
同
様
、
女
は
極
楽
へ
の
往
生
を
拒
否
し
、「
み
の
も
の

月
」
と
し
て
、「
こ
の
地
上
に
あ
つ
て
哀
し
み
に
た
へ
て
」
い
く
と
決
意
し
た
。

三
島
由
紀
夫
「
み
の
も
の
月
」
論

九
三

『
文

文
化
』
の
時
局
に
対
す
る
姿
勢
は
、「
み
の
も
の
月
」
の
中
に
ど
う
表

れ
て
い
る
だ
ろ
う
か
。『
文

文
化
』
に
も
、
聖
戦
賛
美
、
天
皇
崇
拝
の
発
言

は
見
ら
れ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
全
体
の
ほ
ん
の
一
部
で
し
か
な
い
。『
文

文
化
』
は
基
本
的
に
、
文
学
が
戦
争
賛
美
の
道
具
と
化
す
こ
と
に
批
判
的
で
あ

る
。
終
戦
時
に
上
官
射
殺
事
件
を
起
こ
し
自
刃
し
た
蓮
田
で
さ
え
、「
今
日
大

東
亜
戦
争
下
の
戦
争
歌
は
そ
の
題
材
と
そ
れ
に
対
す
る
心
理
的
な
反
応
は
競
つ

て
写
さ
れ
て
ゐ
る
が
、
こ
れ
に
よ
つ
て
歌
壇
は
一
歩
た
り
と
も
国
歌
の
本
性
に

向
つ
て
帰
つ
て
ゐ
な
い
。（
略
）
私
た
ち
は
今
日
彼
等
の
歌
と
は
全
く
別
に
神

な
が
ら
の
国
歌
を
言
ふ
べ
き
時
で
あ
る
こ
と
を
感
ず
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
単

に
今
の
戦
争
を
ど
う
詠
ず
る
か
と
い
ふ
や
う
な
問
題
よ
り
は
る
か
に
別
な
問
題

で
あ
る
。」
と
、
時
局
と
の
関
わ
り
と
は
別
次
元
に
文
学
固
有
の
価
値
を
置
い

て
い
る
。『
文

文
化
』
は
、
時
折
素
朴
な
戦
争
賛
美
の
言
葉
を
載
せ
る
以
外

は
、
時
局
に
対
し
て
ほ
と
ん
ど
無
関
心
と
も
言
え
る
態
度
を
と
り
、
国
文
学
の

伝
統
だ
け
を
審
美
的
に
追
求
し
て
い
た
。

「
み
の
も
の
月
」
で
は
、
京
に
戦
が
お
こ
る
と
い
う
噂
が
流
れ
て
い
た
。
し

か
し
、
戦
に
つ
い
て
は
結
末
で
一
言
述
べ
ら
れ
る
だ
け
で
、
そ
れ
ま
で
の
箇
所

で
は
全
く
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
。
女
と
男
の
恋
愛
は
、
戦
と
は
ま
る
で
関
係
な

く
展
開
し
て
い
る
。
女
は
「
な
か
な
か
に
け
ふ
の
京
は
、
枯
れ
な
ん
と
す
る
牡

丹
の
風
情
で
も
ご
ざ
い
ま
せ
う
。」
と
、
戦
そ
の
も
の
に
は
ま
る
で
無
関
心
で
、

京
が
戦
に
踏
み
に
じ
ら
れ
る
こ
と
に
美
的
な
も
の
を
感
じ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。



こ
の
よ
う
な
政
治
的
無
関
心
、
審
美
的
な
態
度
も
、『
文

文
化
』
の
時
局
に

対
す
る
無
関
心
、
国
文
学
の
伝
統
を
時
局
と
は
関
係
な
く
審
美
的
に
の
み
追
求

す
る
態
度
と
共
通
し
て
い
る
。

お
わ
り
に

「
み
の
も
の
月
」
は
、『
往
生
要
集
』
の
用
い
方
、
時
局
と
文
学
に
関
す
る
考

え
方
、
な
ど
に
『
文

文
化
』
か
ら
の
影
響
が
窺
わ
れ
た
。
と
こ
ろ
で
、
時
局

と
文
学
に
関
し
て
は
、
堀
辰
雄
の
態
度
が
三
島
に
と
っ
て
よ
り
理
想
的
で
あ
っ

た
よ
う
だ
。『
文

文
化
』
に
作
品
を
発
表
し
た
作
家
達
が
、
戦
争
賛
美
の
言

葉
を
時
折
述
べ
て
い
た
の
に
対
し
て
、
堀
は
徹
底
し
て
時
局
を
語
ら
な
か
っ
た

か
ら
だ
。
堀
は
「
芸
術
上
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
と
政
治
上
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
と
を
取
り

換
へ
て
は
な
ら
な
い
。」（「

術
の
た
め
の

術
に
つ
い
て
」
昭
５
・
２
）
と

述
べ
て
い
る
。
こ
れ
は
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
に
つ
い
て
の
も
の
だ
が
、
堀
の
こ

の
主
義
は
ず
っ
と
続
い
て
い
た
。
三
島
が
堀
に
つ
い
て
「
堀
氏
は
現
在
の
青
年

作
家
の
う
ち
で
、
時
局
を
語
ら
な
い
唯
一
の
人
と
も
い
へ
ま
せ
う
」（
昭

・

９
・

付
東
文
彦
宛
書
簡
）
と
言
っ
て
い
る
よ
う
に
、
掘
は
日
本
古
典
に
取
材

し
た
作
品
を
幾
つ
か
残
し
て
い
る
が
、
か
と
言
っ
て
時
局
に
ふ
れ
る
こ
と
は
全

く
な
か
っ
た
。

三
島
は
、『
文

文
化
』
の
、
日
本
古
典
に
「
信
従
」
し
「
か
ら
ご
こ
ろ
」

を
排
す
国
文
学
的
世
界
、
時
局
と
は
別
に
文
学
の
固
有
の
価
値
を
お
く
考
え
方

か
ら
強
く
影
響
を
受
け
て
い
た
。
そ
し
て
そ
の
、
時
局
と
文
学
を
別
物
と
す
る

考
え
方
に
関
し
て
、
よ
り
徹
底
的
で
あ
っ
た
堀
辰
雄
の
作
品
『
か
げ
ろ
ふ
の
日

記
』
か
ら
、
筋
の
展
開
や
主
人
公
の
造
型
な
ど
を
参
考
と
し
て
作
ら
れ
た
の
が

「
み
の
も
の
月
」
な
の
で
あ
る
。

注

相
原
和

氏
は
「『
み
の
も
の
月
』
は
明
ら
か
に
「
か
げ
ろ
ふ
の
日
記
」
の
翻
案

で
あ
り
、『
祈
り
の
日
記
』
は
（
略
）『
伊
勢
物
語
』
の
現
代
版
で
あ
る
。
こ
の
二
作

は
王
朝
文
芸
を
下
敷
に
し
て
い
る
点
で
「
文
芸
文
化
」
の
国
文
学
的
世
界
の
申
し
子

で
あ
る
。」（「
三
島
文
学
と
「
文
芸
文
化
」」『
文
学
研
究
』

、
昭

・
６
）
と
述

べ
て
い
る
。

越
次
倶
子
氏
は
「『
花
ざ
か
り
の
森
』
の
つ
ぎ
に
書
か
れ
た
短
編
で
あ
り
、
そ
の

系
譜
で
あ
る
性
格
を
も
っ
と
も
は
っ
き
り
と
引
い
た
作
品
で
あ
る
」（
長
谷
川
泉
・

武
田
勝
彦
編
『
三
島
由
紀
夫
事
典
』「
み
の
も
の
月
」
の
項
、

頁
、
昭

・
１
・

、
明
治
書
院
）
と
述
べ
て
い
る
。

小
原
優
氏
は
「「
み
の
も
の
月
」「
世
々
に
残
さ
ん
」
等
の
王
朝
文
学
的
な
小
説
を

同
誌
に
発
表
し
て
い
く
が
、
そ
こ
で
三
島
と
い
う

個
性

は
漸
次
薄
ら
い
で
い
っ

て
し
ま
う
。」（「「
文

文
化
」
時
代
と
「
花
ざ
か
り
の
森
」
｜
｜
初
期
三
島
由
紀
夫

研
究
｜
｜
」『
明
治
大
学
日
本
文
学
』

、
平
１
・
８
）
と
述
べ
て
い
る
。

杉
本
和
弘
「
三
島
由
紀
夫
初
期
作
品
の
一
問
題
｜
｜
夢
想
の
姿
勢
に
つ
い
て

｜
｜
」（『
名
古
屋
近
代
文
学
研
究
』
３
、
昭

・

）

下
河
部
行
輝
「
三
島
の
初
期
作
品
「
エ
ス
ガ
イ
の
狩
」
の
文
章
（
下
）」（『
岡
大

国
文
論
稿
』

、
平
６
・
３
）

花
山
信
勝
訳
注

岩
波
文
庫
『
往
生
要
集
』（
昭

・
６
・

、
岩
波
書
店
）

三
島
由
紀
夫
「
み
の
も
の
月
」
論

九
四



頁『
道
信
和
歌
集
』

。『
風
雅
和
歌
集
』
１３３０
に
入
集
。「
小
弁
が
も
と
に
人
あ
る
け

し
き
な
れ
ば
、
か
へ
り
て
萩
の
下
葉
に
つ
け
て
」
と
い
う
詞
書
が
付
く
。
平
田
喜

信
・
徳
植
俊
之
『
道
信
集
注
釈
』（
昭

・
５
・
５
、
貴
重
本
刊
行
会
）
で
は
「
ほ

ん
の
わ
ず
か
で
さ
え
も
、
露
の
よ
う
に
、
相
手
の
男
か
ら
心
が
置
か
れ
る
よ
う
な
こ

と
が
な
い
よ
う
に
し
て
ほ
し
い
も
の
で
す
。
夏
萩
の
下
葉
の
色
は
ま
だ
、
心
変
わ
り

し
た
と
は
っ
き
り
し
な
い
に
し
て
も
。」
と
口
語
訳
し
て
い
る
。

和
歌
史
研
究
会
編
『
私
家
集
大
成
』
第
二
巻
（
昭

・
５
・

、
明
治
書
院
）

日
本
古
典
文
学
全
集

『
神
楽
歌

催
馬
楽

梁
塵
秘
抄

閑
吟
集
』（
平

・

・

、
小
学
館
）
で
は
、「
浅
水
生
ま
れ
の
女
が
武
生
で
遊
女
と
な
っ
て
年
経
た

嘆
き
を
、
や
や
滑
稽
に
自
嘲
風
に
歌
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。」
と
い
う
脚
注
が
あ
る
。

別
名
、「
綱
」。
佐
成
謙
太
郎
『
謡
曲
大
観
』
第
五
巻
（
昭

・
４
・

、
明
治
書

院
）「

剣
巻
」
は
『
平
家
物
語
』
百
二
十
句
本
の
巻
一
一
、
屋
代
本
の
別
冊
付
録
、『
源

平
盛
衰
記
』
巻
四
四
、
に
加
え
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
慶
長
一
五
年
古
活
字
版
以
降

の
『
太
平
記
』
の
付
録
に
加
え
ら
れ
る
こ
と
も
多
い
。

長
谷
川
端
校
注
・
訳
『
太
平
記
』

（
平

・
７
・

、
小
学
館
）

水
原
一
考
定
『
新
定

源
平
盛
衰
記
』
第
一
巻
（
昭

・
８
・
１
、
新
人
物
往
来

社
）森

正
人
校
注
『
今
昔
物
語
』
五
（
平
８
・
１
・

、
岩
波
書
店
）

芳
賀
矢
一
・
佐
々
木
信
綱
編
『
謡
曲
叢
書
』
第
三
巻
（
大
４
・
９
・

、
博
文

館
）田

中
允
編
『
未
刊
謡
曲
集
』
三
一
（
昭

・
８
・

、
古
典
文
庫
）

別
名
、「
鬼
橋
姫
」「
宇
治
橋
姫
」「
貴
船
橋
姫
」。
田
中
允
編
『
未
刊
謡
曲
集
』
続

十
一
（
平
５
・
２
・

、
古
典
文
庫
）

伊
藤
正
義
校
注

新
潮
日
本
古
典
集
成

『
謡
曲
集
』
上
（
昭

・
３
・

、
新

三
島
由
紀
夫
「
み
の
も
の
月
」
論

九
五

潮
社
）

小
島
憲
之
・
新
井
栄
蔵
校
注

新
日
本
古
典
文
学
大
系
５
『
古
今
和
歌
集
』（
平

１
・
２
・

、
岩
波
書
店
）
の
注
で
は
、「
狭
い
む
し
ろ
に
自
分
の
衣
だ
け
を
広
げ

て
独
り
寝
し
て
、
今
宵
も
わ
た
く
し
を
待
っ
て
い
て
く
れ
る
で
し
ょ
う
か
、
宇
治
の

橋
姫
よ
。」
と
あ
る
。

川
村
晃
生
校
注
『
歌
論
歌
学
集
成

第
四
巻
』「
袖
中
抄
」（
平

・
３
・

、
三

弥
井
書
店
）
よ
り
引
用
。
第
四
句
を
『
古
今
集
』
筋
切
本
・
元
永
本
・
永
治
本
・
前

田
本
・
天
理
本
な
ど
で
は
、「
か
な
し
と
は
思
ふ
」
と
す
る
。
為
定
本
で
は
、「
あ
は

れ
と
は
思
ふ
」
と
す
る
。
第
二
句
を
、
永
治
本
・
前
田
本
・
天
理
本
な
ど
の
清
輔
本

の
系
統
や
雅
俗
山
荘
本
で
は
「
宇
治
の
橋
姫
」
と
す
る
。
筋
切
本
・
元
永
本
・
雅
経

本
・
建
久
本
な
ど
で
は
、「
宇
治
の
橋
守
」
と
す
る
。
前
掲
新
日
本
古
典
文
学
大
系

５
『
古
今
和
歌
集
』
に
は
「
宇
治
の
橋
守
た
ち
よ
、
お
前
た
ち
を
特
に
た
い
し
た
も

の
だ
と
思
う
の
だ
。
長
年
に
わ
た
っ
て
次
々
と
こ
の
橋
を
守
り
つ
づ
け
て
来
た
そ
の

年
月
が
、
ず
い
ぶ
ん
と
た
っ
て
来
て
い
る
の
だ
か
ら
。」（
為
定
本
。
第
二
句
「
橋

守
」、
第
四
句
「
あ
は
れ
」。）
と
訳
さ
れ
て
い
る
。「
袖
中
抄
」
で
は
「
橋
を
守
る
神

を
橋
姫
と
は
い
ふ
」「
神
を
ひ
め
も
り
な
ど
い
ふ
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

多
賀
宗
隼
編
『
拾
玉
集
』（
昭

・
３
・

、
吉
川
弘
文
堂
）

「
と
し
を
へ
て

せ
せ
の
あ
し
ろ
に
よ
る
ひ
を
を
あ
は
れ
と
や
み
る
う
ち
の
は
し
ひ
め
」
や
、
寺
島
恒

世
『
後
鳥
羽
院
御
集
』（
平
９
・
６
・

、
明
治
書
院
）

「
鹿
の
音
に
方
敷
く
袖

や
し
ほ
る
ら
ん
今
宵
も
ふ
け
ぬ
宇
治
の
橋
姫
」
な
ど
。

「
中
将
な
り
け
る
人
」
は
「
宇
治
の
橋
姫
」
の
た
め
に
「
七
色
の
わ
か
め
」
を
探

し
に
行
き
、
そ
の
た
め
に
死
ん
で
し
ま
う
。
中
将
が
死
ぬ
前
、
最
後
に
残
し
た
歌
が
、

「
さ
む
し
ろ
に
」
の
歌
で
あ
る
。
横
山
重
・
松
本
隆
信
編
『
室
町
時
代
物
語
大
成
第

十
』（
昭

・
２
・

、
角
川
書
店
）

蓮
田
善
明
は
「
文
学
者
が
お
ぞ
ま
し
き
人
わ
ざ
の
文
学
を
巧
み
恃
ん
で
、
姿
い
た

づ
ら
に
ひ
く
き
時
」（「
献
詞
」『
文

文
化
』
昭

・
８
）、「
日
本
文
学
が
興
る
た



め
に
は
和
歌
が
興
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。」「
和
歌
は
神
韻
の
文
学
と
し
て
根
原
的

な
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。」（「
後
記
」『
同
』
昭

・
９
）、
栗
山
理
一
は
「
和
歌
は

神
詠
に
は
じ
ま
」
る
（「
近
代
の
悲
劇
」『
同
』
昭

・

）、
池
田
勉
は
「
和
歌
に

神
の
も
の
が
あ
ら
は
れ
て
ゐ
る
か
ら
こ
そ
和
歌
は
尊
い
。」（「
相
聞
」『
同
』
昭

・

）
と
述
べ
る
な
ど
、『
文

文
化
』
に
は
神
韻
の
和
歌
を
文
学
の
根
源
と
す
る
考

え
が
行
き
渡
っ
て
い
る
。

池
田
勉
「「
う
た
げ
」
に
つ
い
て
」（『
文

文
化
』
昭

・
９
）

蓮
田
善
明
は
「「
か
ら
ご
こ
ろ
」
を
清
く
は
ら
ふ
と
い
ふ
こ
と
が
、
前
後
を
通
じ

一
貫
し
て
国
学
者
の
最
も
熱
心
に
説
き

し
た
「
第
一
義
」
で
あ
つ
た
。
そ
し
て

「
か
ら
ご
こ
ろ
」
を
清
く
は
ら
ふ
と
は
即
「
や
ま
と
魂
を
か
た
く
す
る
こ
と
」
で
あ

つ
た
。」（「
や
ま
と
だ
ま
し
ひ
」『
文

文
化
』
昭

・
５
）
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

蓮
田
善
明
は
「
我
国
国
学
史
の
上
で
推
せ
ば
、
契
沖
よ
り
も
は
る
か
に
遡
つ
て
鴨

長
明
あ
た
り
の
こ
と
で
あ
る
」（「
民
族
と
文
芸
」『
文

文
化
』
昭

・

）
と
述

べ
て
い
る
。

昭
和
四
年
七
月
を
除
く
計
八
回
。
蓮
田
の
こ
の
連
載
と
同
じ
時
期
に
、
三
島
は

『
文

文
化
』
に
処
女
作
「
花
ざ
か
り
の
森
」（
昭

・
４

）
を
発
表
し
た
。

こ
の
よ
う
な
文
学
作
品
の
評
価
基
準
は
、
他
に
も
市
村
平
「
源
氏
物
語
と
漢
文

学
」（『
文

文
化
』
昭

・
１
）
な
ど
に
見
ら
れ
る
。
市
村
は
『
源
氏
物
語
』
に
お

け
る
漢
文
学
は
、
作
品
の
効
果
を
あ
げ
る
た
め
の
単
な
る
「
方
法
」
で
あ
っ
た
と
論

じ
て
い
る
。

池
田
勉
は
「
真
珠
湾
の
敵
隊
撃
滅
に
挺
身
し
た
軍
神
た
ち
の
偉
績
は
、
御
稜
威
の

絶
大
を
心
身
に
か
し
こ
む
と
こ
ろ
に
発
揮
さ
れ
創
造
せ
ら
れ
た
」（「
御
稜
威
か
し
こ

み
」『
文

文
化
』
昭

・
５
）、
田
中
克
己
は
「
み
ん
な
み
の
お
ほ
み
い
く
さ
を
う

た
は
ん
と
き
た
り
し
わ
れ
ぞ
お
ほ
み
い
く
さ
を
」（「
み
ん
な
み
の
お
ほ
み
い
く
さ
」

『
同
』
昭

・
６
）
と
述
べ
て
い
る
。

蓮
田
善
明
「
長
歌
に
関
連
し
て
」（『
文

文
化
』
昭

・
９
）。
他
に
も
、
斎
藤

清
衛
は
「
古
来
、
戦
争
そ
の
も
の
が
し
ば
し
ば
文
化
の
推
進
力
と
な
つ
て
き
た
と
い

ふ
事
実
は
、
充
分
こ
れ
を
認
む
べ
き
点
で
あ
る
。
し
か
し
、
同
時
に
、
戦
争
と
か
国

防
と
か
い
ふ
こ
と
が
あ
ま
り
に
一
方
的
で
あ
る
と
い
ふ
こ
と
は
否
め
な
い
。」「
あ
ま

り
に
一
方
的
な
る
が
た
め
に
、
と
か
く
文
化
の
低
化
を
来
す
と
い
ふ
類
の
杞
憂
が
懐

か
れ
る
」（「
時
局
と
国
文
学
者
」『
同
』
昭

・

）、
中
河
與
一
は
「
ブ
キ
テ
マ
を

よ
み
こ
み
、
ウ
ェ
ー
ベ
ル
を
よ
み
込
む
前
に
、
彼
等
は
和
歌
古
来
の
精
神
を
取
り
か

へ
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
実
は
今
日
の
歌
壇
が
こ
ぞ
つ
て
時
局
を
よ
み
、
何
事
か

を
記
録
せ
ん
と
す
る
に
至
つ
て
、
今
日
の
短
歌
は
い
よ

退
屈
な
も
の
と
な
つ
て

し
ま
つ
た
の
で
あ
る
。」（「
報
告
的
発
想
の
歌
」『
同
』
昭

・
９
）
と
論
じ
て
い
る
。

『
三
島
由
紀
夫

十
代
書
簡
集
』（
平

・

・

、
新
潮
社
）
よ
り
引
用
。「
み

の
も
の
月
」
発
表
の
四
ヶ
月
前
、
昭
和
一
七
年
七
月
、
三
島
は
東
文
彦
ら
と
と
も
に
、

同
人
雑
誌
『
赤
繪
』
を
創
刊
し
自
由
な
創
作
の
場
と
し
て
い
た
が
、
こ
の
時
、『
赤

繪
』
と
い
う
雑
誌
全
体
の
理
想
と
し
て
「
時
局
を
語
ら
な
い
唯
一
の
人
」
堀
辰
雄
を

掲
げ
て
い
る
。
三
島
は
、『
赤
繪
』
の
創
刊
号
を
堀
に
送
っ
て
批
評
を
も
ら
い
、『
赤

繪
』
で
は
掘
の
創
作
態
度
を
見
習
い
、「
戦
争
生
活
」
を
描
か
な
い
、
と
し
た
。

〔
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

巻

補
巻
１
（
昭

・
４
・

昭

・
６
・

、
新
潮
社
）
を
、
堀
辰
雄
の
文
章
は
、

『
堀
辰
雄
全
集
』
全
８
巻
別
巻
２
（
昭

・
５
・

昭

・

・

、
筑
摩
書

房
）
を
底
本
と
す
る
。
引
用
に
際
し
、
特
定
の
固
有
名
詞
以
外
は
原
則
と
し
て
新
漢

字
に
改
め
、
ル
ビ
は
簡
略
化
し
た
。

三
島
由
紀
夫
「
み
の
も
の
月
」
論

九
六


