
三
島
由
紀
夫
と
古
典
歌
謡

　
『
新
潮
』
第
一
〇
四
巻
第
二
万
二
一
〇
〇
七
年
▽
月
）
に
来
文
彦
（
本
名
・

来
健
）
宛
十
二
通
の
新
出
書
簡
が
紹
介
さ
れ
た
。
来
文
彦
は
三
島
に
と
っ
て
五

歳
年
上
の
学
習
院
の
先
輩
で
あ
り
・
、
二
人
の
文
通
は
昭
和
十
五
年
か
ら
昭
和
十

八
年
、
来
が
二
十
三
歳
で
早
逝
す
る
ま
で
続
い
た
。
稿
者
は
以
前
、
書
簡
と
初

期
作
品
か
ら
、
従
来
あ
ま
り
注
目
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
三
島
由
紀
夫
の
古
典
歌

謡
に
対
す
る
関
心
に
つ
い
て
考
え
た
こ
と
が
あ
る
（
『
中
世
小
歌
　
愛
の
諸
相
』

第
Ｈ
部
「
中
世
歌
謡
と
近
現
代
の
作
家
た
ち
」
第
３
章
「
三
島
由
紀
夫
－
書
簡

と
初
期
作
品
か
ら
ー
」
〈
森
話
社
　
二
〇
〇
四
年
〉
、
以
下
前
稿
と
す
る
）
が
、

新
出
書
簡
の
中
に
は
、
若
き
日
の
三
島
の
古
典
歌
謡
愛
好
を
さ
ら
に
鮮
明
に
示

す
も
の
が
含
ま
れ
る
。
本
稿
で
は
、
古
典
歌
謡
に
ふ
れ
た
新
出
書
簡
二
通
を
取

り
上
げ
て
、
前
稿
の
補
足
と
し
た
い
。

①
昭
和
十
七
年
十
月
五
日
付
書
簡
よ
り

　
　
　
　
　
三
島
由
紀
夫
と
古
典
歌
謡

植
　
　
木
　
　
朝
　
　
子

　
こ
の
頃
、
催
馬
楽
そ
の
他
の
歌
謡
が
大
へ
ん
面
白
く
、
二
、
三
御
紹
介
し
ま

す
と
（
尤
も
こ
れ
は
私
の
好
き
な
も
の
で
、
世
間
で
ど
う
い
ふ
価
値
が
与
へ
ら

れ
て
ゐ
る
か
し
り
ま
せ
ん
じ

今
様
（
梁
塵
口
伝
集
）

　
　
　
松
の
こ
か
げ
に
立
ち
よ
れ
ば

　
　
　
千
と
せ
の
緑
は
身
に
し
め
ど
も

　
　
　
松
が
枝
か
ぎ
し
に
さ
し
つ
れ
ば

　
　
　
春
の
雪
こ
そ
降
り
・
か
ク
牡
（
松
の
木
陰
）
だ
の

神
楽
歌

（
本
）
　
少
童
を
、
早
稲
田
に
や
り
て
や

　
　
　
其
を
思
ふ
と
、
そ
を
も
ふ
と
、
そ
を
も
ふ
と
、
そ
を
も
ふ
と
、

そ
を
も
ふ
と
、

｜



　
　
　
三
島
由
紀
夫
と
古
典
歌
謡

（
末
）
　
そ
を
も
ふ
と
、
何
も
せ
ず
し
て
ヤ

　
　
　
春
日
す
ら
、
春
日
す
ら
、
春
日
す
ら
、
春
日
す
ら
、
春
日
す
ら

　
あ
げ
ま
き

（
総
角
）

　
（
こ
れ
は
小
泉
八
雲
も
そ
の
リ
フ
レ
イ
ン
の
哀
切
な
趣
を
激
賞
し
て
ゐ
ま

　
す
し
、
こ
の
問
も
藤
田
徳
太
郎
が
ほ
め
て
ゐ
ま
し
た
。
）
だ
の
、

　
催
馬
楽

　
　
　
　
　
　
一
段

　
　
　
　
竹
河
の
、
橋
の
っ
め
な
る
や
、
橋
の
っ
め
な
る
、
花
園
に
、
（
レ

　
　
　
　
　
　
二
段

　
　
　
　
花
ぞ
の
に
、
我
を
ば
放
て
や
、
童
女
た
ぐ
へ
て
（
竹
河
）
だ
の

今
度
は
ず
っ
と
下
っ
て
近
世
の
琴
歌
に
、
王
朝
の
幻
を
み
ま
し
た
。

「
花
の
宴
」

　
　
其
一

幾
春
も
こ
ゝ
に
な
ほ
、
御
階
の
桜
、
色
増
さ
れ
、
雲
井
の
花
は
ひ
さ
か
た
の
、

そ
ら
ふ
く
風
も
お
よ
ば
じ
。

　
　
　
　
其
二
、

雲
の
上
人
挿
頭
し
て
、
色
を
あ
ら
そ
ふ
紫
の
、
袖
の
か
を
り
は
打
ち
は
ゆ
る
、

大
内
山
の
夕
づ
く
日
。

　
　
　
　
其
三
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二

　
夕
暮
の
薄
が
す
み
、
誰
が
な
ら
す
糸
竹
、
お
も
ひ
あ
る
身
に
は
た
ゞ
、
よ
そ

　
の
し
ら
べ
も
な
つ
か
し
。

　
　
　
　
　
其
四
、

　
梅
つ
ぼ
の
あ
た
り
よ
り
、
小
簾
の
ひ
ま
に
洩
れ
く
る
、
風
の
か
を
り
は
宵
の

　
間
の
、
闇
は
い
と
ゞ
あ
や
な
し
。

　
　
　
　
　
其
五
、

　
弘
徽
殿
の
ほ
そ
ど
の
に
、
た
ゞ
ず
む
は
た
れ
く
、
お
ぼ
ろ
づ
き
よ
の
内
侍

　
の
督
、
光
る
源
氏
の
大
将
。

　
　
　
　
　
其
六
、

　
い
と
ゞ
な
け
深
き
夜
の
、
あ
は
れ
を
知
る
も
入
る
月
の
、
お
ぼ
ろ
げ
な
ら
ぬ

　
契
り
こ
そ
、
今
身
に
思
ひ
知
ら
る
れ
。

　
宛
然
王
朝
風
の
長
篇
小
説
を
お
も
は
せ
る
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。
浪
漫
派
の

伊
藤
佐
喜
雄
と
い
ふ
人
に
「
花
の
宴
」
と
い
ふ
長
篇
が
あ
り
ま
す
が
、
「
花
の

宴
」
と
い
ふ
王
朝
詩
情
の
極
致
を
示
す
や
う
な
象
徴
的
な
こ
と
ば
を
、
あ
れ
だ

け
厖
大
な
紙
数
で
も
表
現
し
得
ず
、
近
世
の
濁
世
に
う
ま
れ
た
琴
歌
の
ほ
ん
の

十
行
ほ
ど
に
も
か
な
は
な
い
と
い
ふ
の
は
お
そ
ろ
し
い
や
う
な
気
が
し
ま
す
。

そ
れ
だ
け
現
代
と
い
ふ
も
の
は
悪
時
代
で
あ
つ
た
の
で
せ
≒
。

本
書
簡
で
、
三
島
は
古
代
お
よ
び
近
世
の
歌
謡
に
強
い
関
心
を
寄
せ
て
い
る



こ
と
を
自
ら
表
明
し
て
い
る
。
こ
れ
に
先
立
つ
昭
和
十
七
年
八
月
二
十
八
日
付

清
水
文
雄
宛
書
簡
に
、
三
島
は
、

　
　
「
文
芸
文
化
」
ま
こ
と
に
あ
り
が
た
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
さ
っ
そ
く
拝
見

　
　
さ
せ
て
い
た
で
き
ま
し
た
。
巻
頭
の
催
馬
楽
の
う
た
、
十
二
月
八
日
を
う

　
　
た
っ
た
詩
の
な
か
に
一
つ
で
も
こ
ん
な
も
の
が
あ
つ
た
ら
、
と
お
も
ひ
ま

　
　
　
②

　
　
し
た
。

と
記
し
て
お
り
、
す
で
に
催
馬
楽
へ
の
関
心
が
窺
わ
れ
る
が
、
こ
こ
で
触
れ
ら

れ
て
い
る
「
巻
頭
の
催
馬
楽
」
と
は
、
『
文
芸
文
化
』
第
五
巻
第
九
号
・
通
巻

第
五
十
言
万
（
昭
和
十
七
年
九
月
）
の
扉
部
分
に
記
さ
れ
た
「
あ
な
尊
」
で
あ

る
（
前
稿
に
既
述
）
。
『
文
芸
文
化
』
は
、
学
習
院
の
講
師
嘱
託
で
あ
っ
た
清
水

文
雄
が
、
昭
和
十
三
年
七
月
、
蓮
田
善
明
・
栗
山
理
一
・
池
田
勉
ら
と
創
刊
し

た
同
人
誌
で
あ
り
、
や
が
て
三
島
由
紀
夫
も
同
誌
に
作
品
を
発
表
す
る
こ
と
に

な
る
。
は
じ
め
て
掲
載
さ
れ
た
の
は
、
「
花
ざ
か
り
の
森
」
の
連
載
第
一
回
、

第
四
巻
第
九
号
・
通
巻
第
三
十
九
号
（
昭
和
十
六
年
九
月
）
で
あ
っ
た
。

　
具
体
例
の
最
初
に
引
用
さ
れ
た
今
様
は
、
後
に
『
文
芸
文
化
』
第
六
巻
第
一

号
・
通
巻
第
五
十
五
号
（
昭
和
十
八
年
一
月
）
に
載
る
「
寿
」
と
題
さ
れ
た
随

筆
の
冒
頭
に
も
引
か
れ
て
い
る
（
脱
稿
は
昭
和
十
七
年
十
一
月
十
八
日
）
。
そ

こ
で
、
三
島
は
当
該
今
様
を
「
折
に
ふ
れ
て
私
の
口
を
つ
い
て
出
る
こ
の
類
ひ

な
く
好
も
し
い
う
た
」
と
し
、
「
並
び
な
く
た
の
し
い
世
界
」
が
出
現
し
て
い

る
と
評
価
し
て
い
る
（
前
稿
に
既
述
）
が
、
本
書
簡
も
、
三
島
の
当
該
今
様
愛

　
　
　
　
　
三
島
由
紀
夫
と
古
典
歌
謡

好
を
伝
え
る
一
材
料
と
し
て
付
け
加
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　
次
に
引
用
さ
れ
た
神
楽
歌
に
つ
い
て
、
三
島
は
、
小
泉
八
雲
と
藤
田
徳
太
郎

の
評
価
を
注
記
し
て
い
る
が
、
八
雲
の
著
述
の
該
当
箇
所
は
、
『
影
』
所
収

「
日
本
の
古
い
歌
」
の
、
以
下
に
引
用
す
る
部
分
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

　
　
次
記
の
古
歌
で
は
、
言
ひ
終
へ
て
居
な
い
句
の
異
常
な
反
覆
と
、
二
重
の

　
　
中
絶
と
で
、
前
の
よ
り
・
も
尚
は
一
層
著
し
い
効
果
を
得
て
居
る
。
自
分
は

　
　
こ
れ
ほ
ど
純
然
と
自
然
な
も
の
は
想
像
が
出
来
ぬ
。
実
に
此
の
単
純
な
発

　
　
言
の
写
実
は
殆
ど
哀
切
の
性
質
を
有
っ
て
居
る
。

こ
の
後
に
神
楽
歌
「
総
角
」
が
「
総
角
（
古
い
叙
情
劇
詩
－
年
代
不
明
）
」

と
し
て
、
引
か
れ
て
い
る
。
な
お
、
引
用
文
中
の
「
前
の
」
は
神
楽
歌
「
磯

等
」
（
い
そ
ら
が
崎
に
　
鯛
釣
る
海
士
も
　
鯛
釣
る
海
士
も
　
我
妹
子
が
た
め

と
　
鯛
釣
る
海
士
も
　
鯛
釣
る
海
士
仙
）
を
指
す
。

　
引
用
は
『
小
泉
八
雲
全
集
　
第
六
巻
』
（
第
一
書
房
　
▽
几
二
六
年
）
に
よ

っ
た
。
「
日
本
の
古
い
歌
」
の
訳
者
は
大
谷
正
信
。
同
書
の
田
部
隆
次
の
解
説

に
よ
れ
ば
、
『
影
』
は
▽
几
○
○
年
、
ボ
ス
ト
ン
の
リ
ッ
ツ
ル
ー
ブ
ラ
ウ
ン
会

社
及
び
ロ
ン
ド
ン
の
サ
ム
ス
ン
ー
ロ
ウ
会
社
か
ら
出
版
さ
れ
た
。
以
前
に
発
表

さ
れ
た
も
の
は
一
編
も
な
い
と
の
こ
と
で
あ
る
。
三
島
由
紀
夫
は
、
本
書
簡
の

引
用
箇
所
よ
り
前
の
部
分
で
、

　
　
ち
か
ご
ろ
有
楽
町
の
第
一
書
房
へ
ゆ
き
面
白
い
本
を
み
つ
け
ま
し
た
。
小

　
　
泉
八
雲
全
集
二
冊
と
、
「
吉
野
朝
の
悲
歌
」
と
、
「
か
な
し
き
女
王
」
と
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三



　
　
　
　
　
三
島
由
紀
夫
と
古
典
歌
謡

　
　
つ
て
ま
ゐ
り
ま
し
た
が
、
こ
の
「
か
な
し
き
女
王
」
と
い
ふ
の
が
希
代
の

　
　
掘
り
だ
し
も
の
で
す
。

と
述
べ
て
い
る
。
あ
る
い
は
こ
の
「
小
泉
八
雲
全
集
二
冊
」
に
、
「
日
本
の
古

い
歌
」
が
含
ま
れ
て
い
て
、
書
簡
を
認
め
る
前
に
読
ん
だ
ば
か
り
で
あ
っ
た
可

能
性
も
考
え
ら
れ
よ
う
か
。

　
藤
田
徳
太
郎
の
当
該
の
神
楽
歌
に
関
す
る
発
言
と
し
て
、
管
見
に
入
っ
た
の

は
、
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

　
　
　
女
の
純
情
を
示
す
歌
も
、
こ
の
民
謡
風
の
歌
（
＝
神
楽
、
催
馬
楽
、
風

　
　
俗
歌
な
ど
を
指
す
・
植
木
注
）
の
中
に
は
多
い
の
で
す
。

本
総
角
を
、
早
稲
田
に
や
り
て
、
そ
を
思
ふ
と
、
そ
を
思
ふ
と
、
そ

　
　
　
も
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も

　
を
思
ふ
と
、
そ
を
思
ふ
と

　
　
　
　
　
も

末
そ
を
思
ふ
と
、
何
も
せ
ず
し
て
、
春
日
す
ら
、
春
日
す
ら
、
春
日

　
す
ら
、
春
日
す
ら

こ
れ
は
神
楽
の
、
小
前
張
の
中
の
、
「
総
角
」
と
い
ふ
歌
で
す
が
、
総

角
と
い
ふ
の
は
、
成
年
少
し
前
の
少
年
の
こ
と
で
、
髪
形
が
童
形
で
あ
る

と
こ
ろ
か
ら
来
た
名
で
す
が
、
こ
の
総
角
の
髪
を
元
服
す
る
と
、
一
人
前

の
大
人
に
な
る
わ
け
で
す
。
こ
れ
は
男
女
と
も
に
通
じ
て
い
は
れ
る
こ
と

で
す
が
、
こ
ゝ
は
男
の
子
で
せ
う
。
若
い
男
を
田
に
や
っ
て
、
家
を
守
っ

て
ゐ
る
少
女
が
、
長
い
春
の
日
さ

こ
と
を
思
つ
て
ゐ
た
と
い
ふ
歌
で

｀ヽ　　へ

、
一
日
中
何
も
せ
ず
に
、
そ
の
男
の

わ
　
さ
　
だ

¬
早

稲
田
」
と
い
ふ
と
こ
ろ
に
、
民

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四

　
　
謡
的
な
農
村
、
田
園
の
情
趣
を
感
じ
さ
せ
ま
す
が
、
そ
こ
で
、
一
む
き
に

　
　
純
情
な
思
慕
の
情
を
歌
つ
て
ゐ
る
の
が
、
こ
の
歌
で
あ
り
ま
す
。
「
そ
を

　
　
思
ふ
と
」
と
い
ふ
同
じ
言
葉
が
五
度
繰
り
返
さ
れ
て
ゐ
る
の
は
、
か
う
い

　
　
ふ
歌
謡
に
多
い
、
繰
り
返
し
の
現
象
に
過
ぎ
な
い
の
で
す
が
、
そ
れ
で
も

　
　
内
容
的
に
非
常
に
思
ひ
の
深
い
こ
と
を
歌
ひ
現
は
し
た
や
う
な
感
じ
さ
へ

　
　
与
へ
ら
れ
ま
す
。

　
引
用
は
、
藤
田
徳
太
郎
著
『
平
安
時
代
の
庶
民
文
学
』
（
日
本
放
送
出
版
協

会
　
一
九
三
九
年
）
に
よ
っ
た
。
は
し
が
き
に
よ
れ
ば
、
本
書
は
、
昭
和
十
四

年
十
月
十
六
日
、
十
八
日
、
二
十
日
の
三
日
間
に
放
送
さ
れ
た
内
容
を
基
に
、

そ
れ
を
「
詳
細
に
書
き
改
め
」
て
一
冊
の
新
書
に
し
た
も
の
で
あ
る
。
三
島
の

書
簡
に
は
、
藤
田
徳
太
郎
が
「
こ
の
問
も
」
ほ
め
て
い
た
、
と
あ
り
・
、
昭
和
十

四
年
発
行
の
書
物
を
「
こ
の
問
」
と
す
る
の
は
い
さ
さ
か
不
自
然
で
あ
る
。
従

っ
て
三
島
の
い
う
藤
田
の
「
総
角
」
賞
賛
は
、
直
接
本
書
を
指
す
も
の
で
は
な

か
ろ
う
が
、
当
該
神
楽
歌
に
熱
烈
で
純
情
な
感
情
の
横
溢
を
見
、
そ
れ
を
評
価

す
る
と
い
う
同
趣
旨
の
発
言
が
こ
の
書
簡
の
直
前
に
も
な
さ
れ
て
い
た
の
で
は

な
い
か
と
推
測
さ
れ
る
（
朝
日
新
聞
、
読
売
新
聞
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
検
索
に
よ

っ
て
は
、
該
当
す
る
よ
う
な
記
事
を
見
つ
け
る
こ
と
は
で
き
ず
、
ま
た
、
『
近

代
歌
謡
の
研
究
』
〈
勉
誠
社
　
▽
几
八
六
年
〉
付
載
の
目
録
に
よ
っ
て
調
査
し

た
限
り
で
は
、
藤
田
の
論
文
や
著
書
に
も
そ
れ
ら
し
き
も
の
を
見
つ
け
る
こ
と

が
で
き
な
か
っ
た
）
。



　
本
書
簡
最
後
の
引
用
は
、
筝
組
歌
「
花
の
宴
」
で
あ
る
。
『
筝
曲
大
意
抄
』

に
裏
組
新
曲
と
し
て
載
仙
。
近
世
歌
謡
の
伴
奏
楽
器
と
し
て
特
に
重
要
な
も
の

に
、
三
味
線
と
筝
が
あ
る
が
、
三
味
線
組
歌
が
当
世
風
の
俗
な
る
詞
章
を
多
く

含
む
の
に
対
し
、
筝
組
歌
は
王
朝
の
和
歌
や
物
語
に
典
拠
を
持
つ
雅
な
詞
章
を

持
つ
。
三
島
が
琴
歌
に
「
王
朝
の
幻
を
み
」
た
と
述
べ
て
い
る
の
も
首
肯
で
き

る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
筝
組
歌
「
花
の
宴
」
其
五
は
、
明
ら
か
に
『
源
氏
物
語
』

花
宴
巻
に
描
か
れ
た
、
弘
徽
殿
の
細
殿
に
お
け
る
朧
月
夜
と
光
源
氏
の
出
会
い

の
場
面
を
踏
ま
え
て
い
る
が
、
そ
の
他
の
曲
も
、
『
源
氏
物
語
』
花
宴
巻
と
ゆ

る
や
か
な
対
応
関
係
を
持
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
其
一
、
其

二
に
は
、
「
南
殿
の
桜
の
釘
」
の
晴
れ
や
か
さ
が
響
い
て
お
り
、
其
二
に
は
、

光
源
氏
が
春
宮
か
ら
挿
頭
の
花
を
下
賜
さ
れ
て
、
し
き
り
に
舞
を
所
望
さ
れ
、

「
の
ど
か
に
袖
返
す
と
こ
ろ
を
Ｉ
折
れ
、
け
し
き
ば
か
り
舞
」
っ
た
場
面
が
投

影
さ
れ
て
い
る
と
も
見
ら
れ
る
。
其
三
・
其
四
に
は
、
藤
壷
に
近
づ
き
た
い
一

心
で
、
夜
が
ふ
け
て
か
ら
、
そ
の
居
所
の
あ
た
り
を
さ
ま
よ
う
源
氏
の
姿
を
重

ね
て
読
む
こ
と
が
可
能
で
あ
ろ
う
。
源
氏
が
目
指
す
の
は
藤
壷
（
飛
香
舎
）
で

あ
っ
て
梅
壷
（
凝
華
舎
）
で
は
な
い
が
、
其
四
は
、
「
春
の
夜
の
闇
は
あ
や
な

し
梅
花
色
こ
そ
見
え
ね
香
や
は
か
く
る
い
」
（
『
古
今
和
歌
集
』
巻
一
・
春
歌

上
・
凡
河
内
躬
恒
）
の
和
歌
を
踏
ま
え
て
お
り
、
其
三
で
歌
わ
れ
る
美
し
い
音

楽
と
其
四
で
歌
わ
れ
る
芳
し
い
香
り
は
、
優
美
な
女
性
の
住
ま
い
を
描
写
す
る

王
朝
物
語
の
常
套
表
現
と
い
っ
て
よ
く
、
男
女
の
出
会
い
（
其
五
）
の
前
に
置

　
　
　
　
　
三
島
由
紀
夫
と
古
典
歌
謡

か
れ
る
内
容
と
し
て
ふ
さ
わ
し
い
。
其
六
は
、
名
前
も
聞
か
ぬ
ま
ま
に
あ
わ
た

だ
し
く
別
れ
た
光
源
氏
と
朧
月
夜
が
再
会
す
る
場
面
を
連
想
さ
せ
る
。
花
宴
巻

末
で
、
よ
う
や
く
朧
月
夜
を
探
し
当
て
た
光
源
氏
は
、
「
梓
弓
い
る
さ
の
山
に

ま
ど
ふ
哉
ほ
の
み
し
月
の
か
げ
や
見
ゆ
る
と
」
と
和
歌
を
詠
み
か
け
る
。
源
氏

は
、
先
日
の
は
か
な
い
逢
瀬
で
契
っ
た
女
君
を
「
ほ
の
み
し
月
」
と
た
と
え
た

が
、
琴
歌
は
、
そ
れ
を
踏
ま
え
、
再
会
し
た
今
「
お
ぼ
ろ
げ
な
ら
ぬ
契
り
」
と

知
っ
た
、
と
い
う
趣
で
組
み
立
て
ら
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

　
こ
の
筝
組
歌
に
対
し
て
、
や
や
批
判
的
に
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
伊
藤
佐
喜

雄
の
『
花
の
宴
』
は
、
『
日
本
浪
漫
派
』
第
一
巻
第
九
号
（
昭
和
十
年
十
二
月
）

～
第
三
巻
第
二
号
（
昭
和
十
二
年
三
月
）
に
連
載
さ
れ
た
長
編
小
説
で
、
昭
和

十
四
年
に
新
ぐ
ろ
り
あ
叢
書
と
し
て
、
ぐ
ろ
り
あ
・
そ
さ
え
て
か
ら
刊
行
さ
れ

た
。
精
神
科
医
学
士
で
キ
リ
ス
ト
教
徒
の
高
原
▽
郎
、
屋
代
伯
爵
家
の
後
嗣
・

利
明
少
年
の
家
庭
教
師
を
つ
と
め
る
理
想
主
義
者
と
も
い
え
る
酒
井
宏
介
を
中

心
に
、
身
を
も
ち
崩
し
、
モ
ル
ヒ
ネ
中
毒
と
な
っ
て
施
療
院
で
死
ん
で
い
く
高

原
の
友
人
・
加
島
進
、
労
働
者
あ
が
り
・
の
左
翼
運
動
家
・
宇
佐
美
武
、
高
原
に

惹
か
れ
な
が
ら
、
宇
佐
美
の
も
と
に
走
っ
て
警
察
に
逮
捕
さ
れ
る
こ
と
に
な
る

酒
井
の
妹
・
静
江
、
屋
代
利
明
の
姉
で
酒
井
に
恋
を
す
る
悠
紀
子
、
何
く
れ
と

な
く
酒
井
の
世
話
を
焼
く
商
業
学
校
の
教
師
・
松
尾
忠
平
、
貴
族
出
身
で
悠
紀

子
に
思
い
を
寄
せ
る
、
や
や
軽
薄
な
青
年
・
瀧
修
造
、
瀧
の
父
の
愛
人
の
娘
で

あ
り
、
酒
井
を
慕
う
芳
野
房
代
な
ど
多
彩
な
若
い
男
女
が
登
場
す
る
。
信
仰
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五



　
　
　
　
　
三
島
由
紀
夫
と
古
典
歌
謡

問
題
と
左
翼
運
動
の
問
題
を
か
ら
め
な
が
ら
、
彼
ら
の
恋
の
試
行
錯
誤
や
、
夢

の
は
か
な
さ
、
現
実
の
厳
し
さ
に
対
す
る
苦
悩
な
ど
、
一
九
三
〇
年
代
の
若
者

の
青
春
を
つ
づ
っ
て
い
る
。
や
が
て
、
酒
井
静
江
と
心
を
通
わ
せ
な
が
ら
も
、

牧
師
と
し
て
独
身
を
通
そ
う
と
す
る
気
持
ち
も
捨
て
き
れ
な
い
で
い
た
高
原
が
、

苦
し
ん
だ
あ
げ
く
静
江
に
絶
縁
状
を
送
っ
た
の
に
、
す
ぐ
に
資
本
家
令
嬢
と
結

婚
し
、
西
洋
に
留
学
す
る
と
い
う
意
外
な
終
幕
を
む
か
え
、
現
実
的
な
結
末
の

は
か
な
さ
も
漂
う
。
一
方
の
酒
井
は
、
静
江
に
金
を
与
え
た
た
め
に
警
察
に
逮

捕
さ
れ
、
お
そ
ら
く
は
拷
問
の
た
め
か
（
検
閲
を
恐
れ
た
た
め
か
は
っ
き
り
と

描
か
れ
な
い
）
、
精
神
を
病
む
。
高
原
の
尽
力
と
芳
野
房
代
の
献
身
的
な
看
病

に
よ
っ
て
、
奇
跡
的
に
回
復
す
る
が
、
今
や
友
人
高
原
は
、
ま
っ
た
く
異
な
っ

た
世
界
に
生
き
る
人
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
っ
た
。

　
三
島
は
こ
の
小
説
に
つ
い
て
「
「
花
の
宴
」
と
い
ふ
王
朝
詩
情
の
極
致
を
示

す
や
う
な
象
徴
的
な
こ
と
ば
を
、
あ
れ
だ
け
厖
大
な
紙
数
で
も
表
現
し
得
ず
」

と
し
て
い
る
が
、
伊
藤
佐
喜
雄
が
『
花
の
宴
』
に
描
こ
う
と
し
た
の
は
、
王
朝

的
詩
情
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
も
一
九
三
〇
年
代
の
青
春
群
像
で
あ
っ
た
と
思

わ
れ
る
か
ら
、
三
島
の
批
判
は
正
鵠
を
射
た
も
の
と
は
言
い
に
く
い
。
な
お
、

小
説
中
で
「
花
の
宴
」
と
い
う
表
現
が
見
え
る
の
は
、
酒
井
の
家
が
か
つ
て
屋

代
公
に
仕
え
た
由
緒
あ
る
家
で
、
毎
年
屋
敷
の
庭
で
「
花
見
の
宴
」
が
開
か
れ

て
い
た
と
い
う
こ
と
を
、
祖
母
の
語
っ
た
こ
と
と
し
て
わ
ず
か
に
触
れ
る
Ｉ
箇

所
の
み
で
あ
っ
た
。
「
花
の
宴
」
の
題
名
は
こ
の
箇
所
を
直
接
受
け
る
の
で
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六

な
く
、
む
し
ろ
、
様
々
な
若
者
の
青
春
時
代
を
、
華
や
か
で
美
し
く
、
そ
し
て

ど
こ
か
も
の
う
く
感
傷
的
な
「
花
の
宴
」
に
た
と
え
た
の
で
あ
ろ
う
。
花
は
必

ず
散
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
花
と
重
な
る
人
生
の
は
か
な
さ
へ
の
哀
感

が
、
こ
の
小
説
の
底
に
流
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

　
以
上
の
よ
う
に
、
三
島
の
伊
藤
批
判
は
、
い
さ
さ
か
強
す
ぎ
る
よ
う
に
も
思

わ
れ
る
が
、
近
世
の
琴
歌
へ
の
評
価
が
そ
れ
だ
け
高
か
っ
た
と
い
う
こ
と
を
示

し
て
い
よ
う
。

　
後
の
、
昭
和
十
八
年
一
月
二
十
四
付
哀
文
彦
宛
書
簡
に
は
、
「
春
の
狐
」
と

題
さ
れ
た
詩
が
同
封
さ
れ
て
お
り
、
三
島
自
身
が
「
催
馬
楽
の
間
拍
子
と
、
近

世
の
唄
の
調
子
を
い
れ
て
み
ま
し
た
」
と
注
し
て
い
る
（
前
稿
に
既
述
）
が
、

こ
う
し
た
作
品
創
作
に
も
影
響
を
与
え
た
、
古
典
歌
謡
愛
好
の
様
子
を
伝
え
る

も
の
と
し
て
本
書
簡
は
興
味
深
い
。

②
昭
和
十
七
年
十
一
月
二
十
七
日
付
書
簡
よ
り

　
御
手
紙
あ
り
が
た
う
存
じ
ま
し
た
。
又
「
梁
塵
秘
抄
」
な
が
く
ぁ
り
が
た

う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
別
便
に
て
お
返
し
申
上
げ
ま
す
。
（
中
略
）

　
「
わ
れ
を
た
の
め
て
来
ぬ
男
」
の
奇
抜
な
歌
は
な
る
ほ
ど
仰
言
る
と
ほ
り
卓

れ
た
ユ
ウ
モ
ア
を
含
ん
だ
佳
作
と
存
じ
、
早
速
ノ
オ
ト
に
と
ら
し
て
い
た
で
さ

ま
し
た
。
こ
れ
は
も
し
か
し
た
ら
足
の
冷
え
る
の
に
い
つ
も
悩
ん
で
ゐ
る
女
で

あ
つ
た
か
も
し
れ
ぬ
な
ど
ゝ
想
像
す
る
と
な
け
愉
快
に
な
り
ま
す
。
男
へ
の
呪



誼
が
Ｉ
さ
う
実
感
と
し
て
浮
き
出
て
き
ま
す
。

　
す
で
に
紹
介
さ
れ
て
い
た
東
文
彦
宛
書
簡
で
、
三
島
は
『
梁
塵
秘
抄
』
を
貸

し
て
ほ
し
い
と
依
頼
し
て
い
る
。
前
稿
と
重
複
す
る
が
、
該
当
書
簡
を
次
に
掲

出
す
る
。

　
　
「
梁
塵
秘
抄
」
も
し
お
貸
し
ね
が
へ
ま
す
な
ら
い
つ
で
も
結
構
で
ご
ざ
い

　
　
ま
す
か
ら
お
送
り
い
た
ゞ
け
れ
ば
幸
甚
に
存
じ
ま
す
。
御
手
許
に
ご
ざ
い

　
　
ま
せ
ん
な
ら
決
し
て
お
い
そ
ぎ
下
さ
い
ま
せ
ぬ
や
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
昭
和
十
七
年
十
一
月
十
五
日
付
）

　
束
か
ら
は
間
も
な
く
『
梁
塵
秘
抄
』
が
送
ら
れ
て
き
た
ら
し
く
、
十
一
月
二

十
三
日
付
葉
書
に

　
　
前
略
　
先
日
「
梁
塵
秘
抄
」
到
著
い
た
し
ま
し
た
。
わ
ざ
く
洵
に
有
難

　
　
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
よ
い
歌
を
ノ
オ
ト
し
な
が
ら
大
切
に
拝
見
い
た
し
て

　
　
を
り
ま
す
。
読
了
の
節
は
早
速
お
返
し
申
上
げ
ま
す
。

と
あ
る
。
今
回
の
新
出
書
簡
に
よ
り
、
こ
の
四
日
後
に
『
梁
塵
秘
抄
』
を
返
却

し
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
依
頼
か
ら
返
却
ま
で
二
週
間
足
ら
ず
、

三
島
の
精
力
的
な
読
書
の
様
子
が
窺
わ
れ
る
。
な
お
、
前
稿
で
も
ふ
れ
た
が
、

昭
和
十
七
年
十
月
二
十
日
付
の
清
水
文
雄
宛
書
簡
に

　
　
「
文
芸
文
化
」
十
月
号
で
は
「
近
代
の
悲
劇
が
ま
こ
と
に
御
立
派
な
文
章

　
　
と
存
じ
ま
し
た
。
ま
た
「
華
の
園
」
は
ま
だ
梁
塵
秘
抄
を
よ
ん
で
を
り
ま

　
　
　
　
　
三
島
由
紀
夫
と
古
典
歌
謡

　
　
せ
ぬ
私
は
い
く
た
び
も
よ
み
か
へ
し
て
私
ど
も
の
幼
年
時
代
が
意
外
に
七

　
　
百
年
以
上
昔
の
人
の
幼
年
時
代
と
あ
る
脈
絡
を
も
つ
て
ゐ
る
こ
と
を
考
へ

　
　
心
だ
の
し
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

と
あ
っ
て
、
『
文
芸
文
化
』
第
五
巻
第
十
号
・
通
巻
第
五
十
二
号
の
「
古
典
新

生
」
欄
に
「
華
の
園
」
の
題
で
紹
介
さ
れ
た
今
様
三
首
が
、
三
島
と
『
梁
塵
秘

抄
』
の
出
会
い
で
あ
っ
た
と
い
え
る
（
①
の
書
簡
に
よ
れ
ば
、
『
梁
塵
秘
抄
口

伝
集
』
は
す
で
に
読
ん
で
い
た
ら
し
い
）
が
、
『
文
芸
文
化
』
に
よ
っ
て
『
梁

塵
秘
抄
』
に
興
味
を
持
っ
た
三
島
は
、
一
ヶ
月
ほ
ど
後
に
、
束
に
『
梁
塵
秘

抄
』
を
借
り
た
こ
と
に
な
る
。

　
本
書
簡
に
よ
る
と
、
東
が
『
梁
塵
秘
抄
』
中
の
、
「
わ
れ
を
た
の
め
て
来
ぬ

男
」
の
歌
に
つ
い
て
何
ら
か
の
評
価
を
し
た
ら
し
く
、
三
島
も
興
味
を
引
か
れ

て
い
る
。
当
該
今
様
は
、

　
　
わ
れ
を
頼
め
て
来
ぬ
男
　
角
三
つ
生
ひ
だ
る
鬼
に
な
れ
　
さ
て
人
に
疎
ま

　
　
れ
よ
　
霜
雪
辰
降
る
水
田
の
鳥
と
な
れ
　
さ
て
足
冷
た
か
れ
　
池
の
浮
草

　
　
と
な
り
・
ね
か
し
　
と
揺
り
・
か
う
揺
り
揺
ら
れ
歩
㈲

と
い
う
も
の
で
あ
る
。
当
該
今
様
の
歌
主
（
詞
章
か
ら
想
定
さ
れ
る
主
体
）
は

遊
女
で
あ
っ
て
、
人
か
ら
疎
ま
れ
る
こ
と
や
足
の
冷
た
さ
、
定
め
な
い
漂
泊
の

辛
さ
を
身
を
も
っ
て
知
っ
て
い
る
か
ら
こ
そ
、
こ
の
よ
う
な
呪
誼
の
言
葉
が
重

ね
ら
れ
て
い
る
と
み
る
の
が
通
説
で
あ
る
が
、
三
島
の
「
足
の
冷
え
る
の
に
い

つ
も
悩
ん
で
ゐ
た
女
で
あ
つ
た
か
も
し
れ
ぬ
」
、
「
男
へ
の
呪
誼
が
Ｉ
さ
う
実
感

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七



　
　
　
　
　
三
島
由
紀
夫
と
古
典
歌
謡

と
し
て
浮
き
出
て
き
ま
す
」
と
い
っ
た
指
摘
は
そ
う
し
た
点
を
鋭
く
つ
い
て
い

て
、
大
変
興
味
深
い
。

後
の
小
説
『
中
牡
』
の
中
に
は
、
二
十
五
歳
で
他
界
し
た
足
利
義
尚
の
霊
を

呼
び
寄
せ
よ
う
と
し
た
猿
楽
師
菊
若
（
菊
若
は
義
尚
の
寵
愛
を
受
け
て
い
た
）

の
様
子
を
「
菊
若
の
身
は
澄
み
ゆ
く
独
楽
の
や
う
に
、
と
揺
り
か
う
揺
り
、
夢

み
っ
ふ
恬
ら
れ
て
行
つ
付
」
と
表
現
し
て
い
る
箇
所
が
あ
る
。
ご
く
短
い
引
用

の
た
め
、
断
定
は
で
き
な
い
な
が
ら
、
前
稿
で
は
、
「
と
揺
り
・
か
う
揺
り
」
と

い
う
印
象
的
な
表
現
が
当
該
今
様
と
関
わ
る
可
能
性
を
指
摘
し
た
。
本
書
簡
か

ら
窺
わ
れ
る
当
該
今
様
へ
の
興
味
は
、
そ
の
推
測
を
側
面
か
ら
助
け
る
も
の
と

な
り
得
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
以
上
、
わ
ず
か
な
事
例
で
あ
る
が
、
新
出
書
簡
に
よ
っ
て
、
若
き
日
の
三
島

の
歌
謡
愛
好
の
様
子
を
た
ど
っ
て
き
た
。
東
健
の
父
親
は
、
三
島
の
書
簡
を
二

百
通
近
く
保
存
し
て
い
た
と
い
贈
と
す
れ
ば
、
未
だ
百
通
以
上
が
行
方
不
明

の
ま
ま
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
は
甚
だ
不
完
全
な
も
の
で
あ
る
が
、
ひ
と
ま
ず
、

新
出
書
簡
に
見
え
る
歌
謡
関
係
の
記
述
を
整
理
し
、
散
逸
し
た
書
簡
の
さ
ら
な

る
発
見
を
待
ち
た
い
。

注①
　
引
用
は
『
新
潮
』
第
一
〇
四
巻
第
言
万
つ
Ｉ
〇
〇
七
年
一
月
）
に
よ
る
。
三
島
の

　
新
出
書
簡
の
引
用
は
、
以
下
、
同
誌
に
よ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八

②
　
『
決
定
版
　
三
島
由
紀
夫
全
集
3
8
』
（
新
潮
社
　
二
〇
〇
四
年
）
に
よ
る
。
既
に
紹

　
介
さ
れ
て
い
る
三
島
の
書
簡
の
引
用
は
、
以
下
、
同
書
に
よ
る
。

③
　
『
小
泉
八
雲
全
集
　
第
六
巻
』
（
第
一
書
房
　
一
九
二
六
年
）
の
引
用
に
従
う
。

①
　
日
本
古
典
全
集
『
歌
謡
集
　
下
』
（
日
本
古
典
全
集
刊
行
会
　
一
九
三
四
年
）
に

　
よ
り
確
認
。

⑤
　
新
日
本
古
典
文
学
大
系
『
源
氏
物
語
　
二
（
岩
波
書
店
　
▽
几
九
三
年
）
に
よ

　
る
。
『
源
氏
物
語
』
の
引
用
は
、
以
下
、
同
書
に
よ
る
。

⑥
　
新
日
本
古
典
文
学
大
系
『
古
今
和
歌
集
』
（
岩
波
書
店
　
▽
几
八
九
年
）
に
よ
る
。

⑦
　
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
『
神
楽
歌
　
催
馬
楽
　
梁
塵
秘
抄
　
閑
吟
集
』
（
小
学

　
館
　
二
〇
〇
〇
年
）
に
よ
る
。

⑧
　
『
中
世
』
は
、
第
一
部
が
、
『
文
芸
世
紀
』
第
七
巻
第
二
号
（
昭
和
二
十
年
二
月
）
、

　
第
三
部
が
『
文
芸
新
誌
』
（
『
文
芸
世
紀
』
よ
り
改
題
）
第
八
巻
第
一
号
（
昭
和
二
十

　
一
年
一
月
）
に
発
表
さ
れ
た
（
第
二
部
が
掲
載
さ
れ
て
い
た
『
文
芸
世
紀
』
第
七
巻

　
第
三
号
は
三
月
十
日
の
束
京
大
空
襲
に
よ
り
神
田
の
印
刷
所
で
焼
失
）
。
そ
の
後
、

　
『
人
間
』
第
一
巻
第
十
二
号
（
昭
和
二
十
一
年
十
二
月
）
に
全
文
が
掲
載
さ
れ
た
。

⑨
　
『
決
定
版
　
三
島
由
紀
夫
全
集
1
6
』
（
新
潮
社
　
二
〇
〇
二
年
）
に
よ
る
。

⑩
　
犬
塚
潔
「
束
文
彦
宛
三
島
由
紀
夫
書
簡
の
謎
」
（
『
新
潮
』
第
一
〇
四
巻
第
一
号

　
〈
二
〇
〇
七
年
盲
往
）
。




