
英
雄
へ
の
夢

『
奔
馬
』
は
、
三
島
の
遺
作
と
い
う
レ
ッ
テ
ル
が
貼
ら
れ
た
四
部
作

『
豊
饒
の
海
』
に
お
い
て
最
も
作
者
の
政
治
思
想
に
接
近
し
た
作
品
で
あ

る
。
『
憂
国
j

.

『
喜
び
の
琴
』
・
『
朱
雀
家
の
滅
亡
』
・
『
蘭
陵
王
』
な
ど
と
同

じ
く
、
『
奔
馬
』
に
も
作
者
の
右
洟
的
心
情
が
作
品
の
根
底
に
流
れ
て
い

る
。
し
か
し
晩
年
の
三
島
は
意
図
的
に
作
品
の
思
想
化
を
避
け
た
き
ら
い

が
あ
り
、
従
っ
て
、
現
実
に
お
け
る
発
言
や
行
動
と
作
品
と
を
そ
の
ま
ま

結
び
付
け
て
論
ず
る
場
合
、
何
か
ズ
レ
の
よ
う
な
も
の
を
感
じ
ざ
る
を
得

な
い
。
果
た
し
て
三
島
の
作
品
は
晩
年
の
政
治
思
想
と
ど
れ
ほ
ど
関
わ
っ

て
い
る
の
か
、
特
に
、
「
奔
馬
』
の
中
核
を
成
し
て
い
る
一
神
風
連
」
の

精
神
が
作
者
の
現
実
を
ど
れ
は
ど
代
弁
し
て
い
る
の
か
、
現
実
に
お
け
る

三
島
の
思
想
的
な
変
遷
を
辿
り
な
が
ら
こ
の
点
を
考
え
て
見
る
こ
と
に
す

る。
昭
和
三
十
八
年
、
三
島
は
エ
ッ
セ
イ
一
私
の
遍
歴
時
代
」
に
江
u
七
歳

か
ら
舟
七
歳
ま
で
の
十
年
間
に
は
、
こ
れ
と
云
っ
た
起
伏
が
な
い
」
と
書

い
た
。
従
っ
て
、
も
し
三
島
に
大
き
な
転
機
が
訪
れ
た
と
し
た
ら
、
そ
れ

|
「
神
風
連
史
話
」
を
中
心
に

『
奔
馬
』

倫1一11tr.

は
昭
和
二
十
八
年
以
降
に
な
る
。
三
島
の
評
論
及
ぴ
エ
ッ
セ
イ
を
閲
覧
し

て
見
る
と
、
政
治
思
想
に
関
連
す
る
発
言
が
活
発
に
な
る
の
は
「
林
房
雄

論
」
（
昭

3
8
.
2
「
新
潮
」
）
を
書
い
た
あ
た
り
か
ら
で
あ
る
。
既
に
橋
川

文
三
氏
か
ら
「
三
島
は
『
林
房
雄
論
』
に
よ
っ
て
、
ほ
と
ん
ど
初
め
て
歴

(
l
)
 

史
と
の
対
決
と
い
う
姿
勢
を
示
し
た
」
と
い
う
指
摘
が
あ
る
が
、
「
林
房

雄
論
」
が
後
に
新
潮
社
か
ら
上
梓
さ
れ
た
際
の
「
跛
」
（
昭

3
8
.
8
)
に
は

「
林
房
雄
論
を
書
き
た
く
な
っ
た
動
機
は
、
一
っ
に
は
林
氏
に
対
す
る
世

問
の
偏
見
へ
の
義
憤
で
あ
る
が
、
一
っ
に
は
林
氏
の
問
題
性
を
め
ぐ
っ
て

あ
れ
こ
れ
と
考
え
て
き
た
自
分
の
青
春
の
整
理
の
た
め
で
も
あ
っ
た
」
と

い
う
告
白
が
見
ら
れ
る
。

昭
和
四
十
年
七
月
、
「
文
芸
春
秋
」
に
寄
せ
た
「
私
の
信
条
」
に
三
島

は
[
い
っ
の
時
代
に
も
ヽ
文
学
そ
の
も
の
が
ヽ
現
実
世
界
を
動
か
す
ヽ
そ

れ
は
ど
の
危
険
な
力
を
具
え
て
い
る
と
ま
じ
め
に
考
え
ら
れ
た
こ
と
は
な

い
。
そ
こ
で
文
学
者
は
、
英
雄
た
ら
ん
が
た
め
に
は
、
思
想
か
信
仰
を
持

た
ね
ば
な
ら
な
い
」
と
書
い
て
い
る
。
三
島
が
「
英
雄
た
ら
ん
」
こ
と
を

夢
み
た
話
は
早
く
も
「
小
説
家
の
休
暇
」
（
昭

30.11)
に
見
ら
れ
、
「
大

体
に
お
い
て
、
私
は
少
年
時
代
に
夢
み
た
こ
と
を
み
ん
な
や
っ
て
し
ま
っ

許

臭
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た
。
（
中
略
）
唯
一
っ
、
英
雄
た
ら
ん
と
夢
み
た
こ
と
を
除
い
て
」
と
記

さ
れ
て
い
る
。
但
し
当
時
の
英
雄
へ
の
夢
は
『
午
後
の
曳
航
』
（
昭

38.

9
)
が
象
徴
す
る
如
く
、
政
治
思
想
と
は
か
け
離
れ
た
孤
独
な
ロ
マ
ン
テ

ィ
ス
ト
の
夢
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。
し
か
し
「
私
の
信
条
」
に
お
け
る
「
英

雄
」
へ
の
夢
は
現
実
へ
の
参
加
意
欲
を
か
な
り
強
く
打
ち
出
し
て
い
る
。

更
に
「
年
頭
の
迷
い
」
（
昭

4
2
.
1
.
1
)
に
お
い
て
も
『
豊
饒
の
海
』
に

触
れ
な
が
ら
、
「
依
然
、
私
に
と
っ
て
魅
力
的
な
栄
光
は
、
英
雄
の
栄
光

で
あ
っ
て
、
文
豪
の
栄
光
で
は
な
い
」
と
、
文
学
よ
り
も
現
実
に
お
け
る

「
英
雄
の
栄
光
」
を
求
め
て
い
る
。

「
私
の
戦
争
と
戦
後
体
験
」
（
昭

4
0
.
8
)
の
中
で
三
島
が
戦
時
中
の
こ

と
を
回
顧
し
な
が
ら
、
「
生
活
と
芸
術
と
を
ど
う
し
て
も
二
元
的
に
考
え

た
が
る
私
の
傾
向
は
、
そ
の
当
時
に
形
成
さ
れ
た
」
と
語
っ
た
の
は
、
文

学
と
は
別
の
次
元
で
現
実
を
考
え
る
よ
う
に
な
っ
た
遠
因
と
し
て
受
け
と

め
ら
れ
る

C

昭
和
四
十
二
年
四
月
十
二
日
か
ら
五
月
二
十
七
日
ま
で
単
身
で
自
衛
隊

に
体
験
入
隊
し
た
時
、
三
島
は
「
本
名
の
『
平
岡
』
の
名
で
入
隊
」
（
「
滝

ヶ
原
分
と
ん
地
は
第
二
の
我
が
家
」
、
昭

4
5
.
9
.
2
5
)
し
た
と
い
う
。
こ

れ
は
作
家
と
い
う
立
場
を
離
れ
た
現
実
行
為
で
あ
る
。
こ
の
期
間
中
に

「
神
風
連
史
話
」
が
「
新
潮
」
に
連
載
さ
れ
た
が
、
厖
大
な
資
料
を
要
す

る
「
神
風
連
史
話
」
が
訓
練
中
に
書
け
た
筈
は
な
く
、
多
分
出
来
上
が
っ

た
の
は
入
隊
前
で
あ
ろ
う
。

「
神
風
連
史
話
」

『
奔
馬
』
は
昭
和
四
十
二
年
二
月
か
ら
翌
年
八
月
ま
で
休
み
な
く
十
九

回
に
亙
っ
て
「
新
潮
」
に
連
載
さ
れ
た
。
そ
の
う
ち
第
几
章
の
「
神
風
連

史
話
」
は
同
四
十
二
年
五
月
号
に
全
文
が
一
挙
掲
載
さ
れ
た
。
神
風
連
に

関
す
る
取
材
の
た
め
三
島
が
京
都
や
熊
本
を
訪
れ
た
の
は
同
四
十
一
年
八

月
の
下
旬
で
あ
る
。
熊
本
へ
の
取
材
旅
行
に
つ
い
て
は
当
時
三
島
の
訪
問

を
受
け
た
荒
木
精
之
氏
が
「
三
島
山
紀
夫
氏
の
神
風
連
調
査
の
旅
」
（
『
回

想
の
三
島
由
紀
夫
』
所
収
、
昭

4
6
.
1
1
、
行
政
通
信
社
）
を
書
い
て
詳
し

く
伝
え
て
い
る
。
荒
木
氏
に
よ
れ
ば
、
「
三
島
氏
は
自
分
が
神
風
連
に
ひ

か
れ
る
に
至
っ
た
動
機
に
つ
い
て
、
イ
ン
ド
の
ガ
ン
ジ
ー
の
糸
ぐ
る
ま
に

象
徴
さ
れ
る
抵
抗
の
精
神
が
日
本
に
は
何
か
あ
る
か
と
考
え
ら
れ
る
う

ち
、
神
風
連
に
思
い
い
た
っ
た
」
と
い
う
。
熊
本
へ
行
く
前
に
既
に
三
島

(
2
)

（

3
)
 

は
木
村
邦
舟
の
『
血
史
』
・
小
早
川
秀
雄
の
『
血
史
熊
本
敬
神
党
』
・
石
原

(
4
)
 

醜
男
の
『
神
風
連
血
涙
史
』
な
ど
、
神
風
連
関
係
資
料
の
う
ち
大
事
な
も

の
は
殆
ど
読
ん
で
い
た
。
更
に
当
地
で
は
『
桜
園
先
生
遺
稿
』
及
び
荒
木

(
5
)
 

氏
の
著
書
『
神
風
連
烈
士
遺
文
集
』
な
ど
を
入
手
し
た
と
い
う
。

三
島
が
神
風
連
に
つ
い
て
触
れ
た
の
は
『
対
話
・
日
本
人
論
』
（
昭

41.

10
、
番
町
書
房
）
が
そ
の
最
初
で
、
取
材
旅
行
直
前
の
発
言
が
数
力
所
見

(
6
)
 

ら
れ
る
。
こ
こ
で
三
島
は
対
話
相
手
の
林
房
雄
氏
に
「
こ
れ
は
実
際
行
動

に
あ
ら
わ
れ
た
―
つ
の
芸
術
理
念
で
ね
、
も
し
芸
術
理
念
が
実
際
行
動
に

あ
ら
わ
れ
れ
ば
、
こ
こ
ま
で
い
く
の
が
ほ
ん
と
う
で
、
こ
こ
ま
で
い
か
な

い
の
は
、
全
部
現
実
政
治
の
問
題
だ
と
思
い
ま
す
よ
」
、
「
僕
は
、
日
本
精

神
と
い
う
も
の
の
い
ち
ば
ん
原
質
的
な
、
あ
る
意
味
で
い
ち
ば
ん
フ
ァ
ナ

テ
ィ
ッ
ク
な
純
粋
実
験
は
こ
こ
だ
っ
た
と
思
う
の
で
す
。
も
う
―
一
度
と
こ

う
い
う
純
粋
実
験
は
で
き
な
い
で
す
よ
」
と
語
っ
て
い
る
。
そ
う
し
て
、

取
材
旅
行
の
後
も
数
回
、
神
風
連
に
触
れ
て
お
り
、
「
年
頭
の
迷
い
」
（
前

掲
）
で
は
「
こ
の
間
熊
本
へ
行
っ
て
神
風
連
を
調
べ
て
惑
動
し
た
こ
と

は
、
一
見
青
年
の
暴
挙
と
見
ら
れ
か
ち
な
あ
の
乱
の
指
導
者
の
一
人
で
、
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壮
烈
な
最
期
を
遂
げ
た
加
屋
孵
堅
が
、
私
と
同
年
で
死
ん
だ
と
い
う
発
見

で
あ
っ
た
」
と
、
や
や
角
度
を
変
え
た
感
想
を
述
べ
て
い
る
。
「
『
道
義
的

革
命
』
の
論
理
」
（
昭
和
4
2
.
3
)
に
も
「
ニ
・
ニ
六
事
件
の
思
想
的
源
流

は
、
明
治
維
新
に
で
は
な
く
、
神
風
連
に
求
め
る
ほ
う
が
論
理
的
で
あ

る
」
と
い
う
短
い
コ
メ
ン
ト
が
あ
り
、
影
山
正
治
著
『
日
本
民
族
派
の

運
動
』
の
付
録
と
し
て
書
か
れ
た
「
一
貫
不
惑
」
（
昭
4
4
.
5
)

に
は
「
私

は
必
要
あ
っ
て
数
年
前
か
ら
、
神
風
連
の
研
究
を
は
じ
め
、
影
山
氏
が
そ

の
思
想
的
源
泉
と
す
る
こ
の
事
件
が
、
西
欧
に
対
す
る
日
本
の
最
後
の
果

敢
な
抵
抗
と
し
て
、
文
明
史
的
意
義
を
有
す
る
こ
と
を
知
っ
た
」
と
い
う

記
述
が
見
ら
れ
る
。

『
奔
馬
』
に
出
て
来
る
「
神
風
連
史
話
」
は
「
山
尾
網
紀
著
」
と
な
っ

て
い
る
が
、
多
分
綿
密
な
調
査
と
豊
富
な
資
料
に
基
づ
い
て
三
島
が
作
成

し
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
点
に
つ
い
て
林
房
雄
氏
は
「
山
尾
氏
の
著
書
の

存
在
に
は
荒
木
君
も
言
及
し
て
い
ず
、
特
に
そ
の
文
章
が
『
三
島
好
み
の

壮
麗
』
で
あ
る
点
か
ら
推
し
て
、
実
存
の
古
書
に
し
て
も
、
半
ば
以
上
は

三
島
君
の
創
作
か
と
思
わ
れ
る
」
（
『
悲
し
み
の
琴
』
、
昭

4
7
.
3
、
文
芸
春

秋
社
）
と
推
定
し
て
い
る
。
林
氏
は
「
三
島
由
紀
夫
氏
の
神
風
連
調
査
の

旅
」
（
前
掲
）
を
引
用
し
な
が
ら
「
荒
木
君
も
言
及
し
て
い
ず
」
と
言
っ

た
が
、
荒
木
氏
は
「
『
奔
馬
』
と
神
風
連
」
（
「
日
本
及
び
日
本
人
」
、
昭

46

夏
号
所
収
）
で
、
「
大
神
宮
の
拝
殿
」
の
描
写
に
触
れ
な
が
ら
、
「
そ
れ
は

ほ
と
ん
ど
そ
の
通
り
で
あ
り
、
そ
し
て
そ
れ
は
い
か
な
る
書
物
に
も
載
っ

た
こ
と
は
な
く
、
じ
か
に
見
た
も
の
で
な
れ
け
ば
書
け
ぬ
文
章
で
あ
る
」

と
、
「
神
風
連
史
話
」
が
三
島
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
こ
と
を
ホ
唆
し
て
い

る
。
更
に
荒
木
氏
は
「
近
代
へ
の
叛
逆
者
達
」
（
「
浪
曼
」
昭

4
9
.
1
1
号
所

収
）
に
お
い
て
も
「
太
田
黒
伴
雄
が
宇
気
比
を
す
る
場
面
は
、
む
ろ
ん
三

島
氏
の
つ
く
り
出
し
た
場
面
で
あ
る
」
と
断
定
し
て
い
る
。
こ
の
宇
気
比

の
場
面
に
つ
い
て
渡
辺
京
―
一
氏
は
、
「
三
島
由
紀
夫
は
『
奔
馬
』
の
な
か

で
、
太
田
黒
が
宇
気
比
す
る
様
を
見
て
来
た
よ
う
に
描
写
し
て
い
る
が
、

彼
が
宇
気
比
の
具
体
的
な
方
法
に
つ
い
て
誰
か
ら
教
示
を
受
け
た
の
か
は

私
は
知
ら
な
い
。
そ
れ
は
秘
儀
で
あ
る
か
ら
、
敬
神
党
関
係
の
い
か
な
る

文
献
に
も
記
載
さ
れ
て
は
い
な
い
。
あ
る
い
は
こ
の
秘
儀
は
今
で
も
敬
神

党
関
係
者
の
一
部
に
云
い
伝
え
と
し
て
伝
承
さ
れ
て
い
て
、
三
島
は
そ
れ

を
聞
く
こ
と
を
得
た
の
だ
ろ
う
か
」
（
『
神
風
連
と
そ
の
時
代
』
、
昭

52.

8
、
葦
書
房
〉
と
推
測
し
て
い
る
。

宇
気
比
の
こ
と
は
熊
本
を
訪
れ
る
前
に
既
に
か
な
り
の
調
べ
が
つ
い
て

い
た
ら
し
く
、
三
島
は
『
対
話
・

H
本
人
論
』
で
神
風
連
に
触
れ
な
が
ら

次
の
よ
う
に
説
い
て
い
る
。

「
う
け
ひ
」
と
い
う
の
を
神
代
か
ら
伝
わ
っ
た
神
儀
の
な
か
で
い
ち

ば
ん
大
切
に
し
て
い
て
、
中
古
以
来
、
ち
ょ
っ
と
こ
の
道
を
伝
え
た

人
が
絶
え
て
い
た
の
だ
け
れ
ど
も
、
そ
れ
は
な
ん
と
か
し
て
復
活
し

よ
う
と
、
そ
れ
で
結
局
こ
の
「
う
け
ひ
」
の
道
が
、
溺
れ
る
人
間
を

救
つ
の
と
同
じ
こ
と
で
あ
っ
て
、
こ
れ
し
か
い
ま
溺
れ
た
人
間
を
救

う
方
法
は
な
い
の
だ
と
。
そ
れ
で
そ
の
根
本
思
想
と
い
う
の
は
、
や

は
り
実
際
の
神
に
仕
え
る
も
の
も
、
現
世
の
神
で
あ
る
天
皇
に
仕
え

る
の
も
、
幽
顕
の
違
い
こ
そ
あ
れ
、
そ
の
理
に
お
い
て
異
な
る
と
こ

ろ
は
な
い
と
い
う
考
え
で
す
ね
。

更
に
熊
本
を
訪
れ
た
際
は
「
神
風
連
の
宇
気
比
に
つ
い
て
は
か
ね
て
か
ら

一
家
言
を
も
っ
て
い
た
」
（
前
掲
「
三
島
由
紀
夫
氏
の
神
風
連
調
査
の
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(8) 

旅
」
）
と
い
う
森
本
忠
の
助
言
を
得
て
い
る
。
そ
れ
に
『
桜
園
先
生
遺
稿
』

が
三
島
の
「
蔵
書
目
録
」
に
は
な
い
が
、
三
島
が
そ
れ
を
二
日
間
で
読
み

あ
げ
た
と
い
う
荒
木
氏
の
証
言
も
あ
り
、
従
っ
て
、
そ
の
な
か
の
「
宇
氣

比
考
」
も
参
考
に
し
た
筈
で
あ
る
。
熊
本
へ
行
く
前
に
寄
っ
た
京
都
の
大

神
神
杜
で
三
島
が
ど
れ
ほ
ど
宇
気
比
に
関
す
る
知
識
を
得
た
の
か
分
ら
な

(
9
)
 

い
が
、
茄
木
氏
の
証
言
に
よ
れ
ば
既
に
か
な
り
の
程
度
ま
で
知
っ
て
い
た

ら
し
い
。
ま
た
、
大
東
塾
の
創
設
者
影
山
正
治
氏
の
著
書
な
ど
を
通
し
て

も
神
風
連
関
係
の
情
報
を
得
た
可
能
性
は
あ
る
が
、
そ
の
辺
の
事
情
は
影

山
氏
が
多
く
の
も
の
を
語
ら
ず
自
決
し
た
た
め
に
未
だ
明
ら
か
で
な
い
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
「
神
風
連
史
話
」
の
作
成
に
あ
た
っ
て
、
三
島
は
宇
気

比
に
関
す
る
豊
富
な
資
料
を
用
い
て
お
り
、
或
る
程
度
の
脚
色
は
可
能
だ

っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

こ
の
他
に
も
、
「
神
風
連
史
話
」
の
後
半
に
見
ら
れ
る
逸
話
が
渡
辺
氏

の
「
神
風
連
伝
説
」
（
前
掲
『
神
風
連
と
そ
の
時
代
』
所
収
）
と
多
く
璽

な
っ
て
い
る
の
は
両
者
共
に
小
早
川
秀
雄
の
『
血
史
熊
本
敬
神
党
』
か
ら

(11) 

拾
材
し
た
せ
い
で
あ
ろ
う
。
但
し
、
書
い
た
の
は
三
島
が
先
で
、
渡
辺
氏

は
「
神
風
連
伝
説
」
を
書
い
た
理
由
を
「
谷
川
健
一
氏
の
す
す
め
に
よ

る
」
と
断
っ
て
い
る
が
、
執
筆
が
昭
和
四
十
二
年
だ
と
い
う
か
ら
、
多
分

直
接
の
ぎ
っ
か
け
は
三
島
の
「
神
風
連
史
話
」
に
触
発
さ
れ
て
の
も
の
と

(12]「

思
わ
れ
る
。

「
神
風
連
史
話
」
は
そ
れ
自
体
が
独
立
し
た
立
派
な
著
作
に
な
り
得
て

い
る
。
「
敗
北
の
朝
、
風
景
は
こ
の
上
も
な
く
美
し
い
。
け
が
れ
が
な
く
、

澄
み
や
か
で
、
静
穏
で
あ
る
」
云
々
と
い
う
と
こ
ろ
な
ど
、
林
房
雄
氏
が

指
摘
し
て
い
る
通
り
、
三
島
の
創
意
を
窺
わ
せ
る
描
写
が
随
所
に
見
ら
れ

る
が
、
史
実
か
ら
さ
ほ
ど
離
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
「
神
風
連
史
話
」

及
び
「
昭
和
神
風
連
」
と
三
島
事
件
と
を
而
接
つ
な
い
で
論
ず
る
に
は
幾

つ
か
の
検
討
す
べ
苔
問
題
点
が
残
さ
れ
て
い
る
。
三
島
が
明
治
の
神
風
連

に
強
く
心
を
打
た
れ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
を
そ
の
ま
ま
現
実
に
お
け
る
政

治
的
行
動
に
持
ち
込
む
ほ
ど
無
謀
で
あ
っ
た
と
は
思
え
ず
、
三
島
自
身
も

「
二
度
と
こ
う
い
う
純
粋
実
験
は
で
き
な
い
」
と
知
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

蓮
田
善
明
と
神
風
連

三
島
は
昭
和
十
六
年
十
一
月
、
「
文
芸
文
化
」
第
四
十
一
号
に
『
花
苓

か
り
の
森
』
「
そ
の
三
（
上
）
」
を
載
せ
て
以
来
、
終
巻
の
第
七
十
号
ま
で

殆
ど
毎
回
投
稿
し
て
い
る
。
日
本
浪
曼
派
の
系
統
を
引
く
「
文
芸
文
化
」

が
無
名
の
文
学
青
年
を
一
人
前
の
作
家
と
し
て
認
め
て
く
れ
た
の
は
も
ち

ろ
ん
三
島
に
は
感
無
量
だ
っ
た
筈
で
あ
る
。
特
に
三
島
に
と
っ
て
忘
れ
ら

れ
な
い
の
は
第
五
十
三
号
（
昭
17.11)
で
あ
ろ
う
。
そ
の
前
号
に
載
せ

た
詩
「
か
の
花
野
の
露
け
さ
」
が
編
集
ミ
ス
で
一
部
欠
落
し
た
た
め
、
第

五
十
三
号
の
巻
末
に
全
文
再
収
録
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
し
か
も
こ
こ
に

は
、
当
時
と
し
て
は
か
な
り
長
い
分
量
の
『
み
の
も
の
月
』
も
一
挙
に
掲

載
さ
れ
、
全
囮
十
三
頁
し
か
な
い
薄
い
冊
子
の
う
ち
十
八
頁
を
三
島
の
作

品
が
占
め
て
い
る
。
そ
れ
ば
か
り
で
は
な
く
、
同
号
に
は
連
田
の
「
神
風

連
の
こ
こ
ろ
」
が
載
っ
て
い
た
。
蓮
田
は
三
島
の
『
花
ざ
か
り
の
森
』
を

推
称
し
た
人
で
も
あ
り
、
「
文
芸
文
化
」
の
創
刊
者
と
し
て
「
発
行
兼
編

輯
人
」
を
勤
め
る
か
た
わ
ら
、
毎
回
同
誌
に
作
品
を
発
表
し
て
い
る
。
従

っ
て
当
時
、
三
島
が
「
神
風
連
の
こ
こ
ろ
」
に
一
応
目
を
通
し
た
可
能
性

は
十
分
あ
る
。

連
田
は
神
風
連
発
祥
の
地
、
熊
本
出
身
で
あ
る
。
「
神
風
連
の
こ
こ
ろ
」

は
森
本
忠
著
「
神
風
連
の
こ
こ
ろ
』
の
書
評
と
し
て
書
か
れ
た
も
の
で
、
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(13) 

こ
の
中
で
蓮
田
は
石
原
醜
男
か
ら
神
風
連
の
講
授
を
受
け
た
こ
と
な
ど
を

述
べ
な
か
ら
、
神
風
連
の
乱
を
政
治
運
動
か
ら
切
り
離
し
、
「
神
風
連
は

唯
だ
た
ま
し
い
の
事
だ
け
を
純
粋
に
、
非
常
に
熱
心
に
思
い
つ
づ
け
た
の

で
あ
る
。
日
本
人
が
信
じ
、
大
事
に
し
守
り
伝
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も

の
だ
け
を
、
こ
の
上
な
く
考
え
詰
め
た
の
で
あ
る
」
と
評
し
て
い
る
。
こ

れ
は
三
島
が
荒
木
氏
に
送
っ
た
礼
状
に
お
け
る
「
神
風
連
の
遺
風
を
票
っ

て
訪
れ
た
熊
本
の
地
は
、
小
生
の
心
の
故
郷
に
な
り
ま
し
た
。
日
本
及
び

日
本
人
が
、
ま
だ
生
き
て
い
る
土
地
と
し
て
感
じ
ら
れ
ま
し
た
」
と
い
う

件
り
と
か
な
り
類
似
し
て
い
る
。

不
二
教
職
員
連
絡
会
か
ら
出
さ
れ
た
『
殉
国
の
教
育
者
』
（
昭
4
6
.
3
、

日
本
教
文
社
）
所
収
の
「
蓮
田
善
明
と
神
風
連
」
（
共
同
制
作
）
に
は

「
蓮
田
善
明
と
神
風
連
と
は
切
っ
て
も
切
ら
れ
ぬ
関
係
に
あ
り
、
三
島
由

紀
夫
と
も
切
っ
て
も
切
ら
れ
ぬ
関
係
に
あ
る
」
、
「
こ
の
事
情
は
二
島
の
遺

著
『
豊
饒
の
海
』
第
二
部
『
奔
馬
』
を
読
め
ば
余
り
に
も
明
ら
か
で
あ
ろ

う
。
全
篇
を
貫
く
の
は
『
神
風
連
』
で
あ
り
、
主
人
公
飯
沼
の
割
腹
は
ま

た
、
作
者
三
島
の
割
腹
そ
の
も
の
で
あ
る
」
と
、
三
島
・
連
田
・
神
風
連

の
三
者
の
密
接
な
繋
が
り
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
他
に
も
「
文
芸
文
化
」
時
代
を
中
心
に
、
岡
保
生
氏
の
「
三
島
由

紀
夫
と
蓮
田
善
明
」
（
「
浪
曼
」
、
昭

4
7
.
1
2
号
所
収
）
、
大
久
保
典
夫
氏
の

「
保
田
与
重
郎
、
運
田
善
明
、
三
島
由
紀
夫
」
（
『
回
想
の
三
島
由
紀
夫
』

所
収
、
昭

46.11
、
行
政
通
信
社
）
、
小
川
和
佑
氏
の
『
三
島
由
紀
夫
少
年

詩
』
（
昭
4
8
.
9
、
潮
出
版
社
）
、
栗
ill
理
一
・
池
田
勉
・
塚
本
康
彦
氏
の

「
鼎
談
・
蓮
田
善
明
」
（
「
浪
曼
」
、
昭
5
0
.
1
号
所
収
）
、
松
本
徹
氏
の
「
古

今
和
歌
集
の
絆
」
（
『
三
島
由
紀
夫
・
美
と
エ
ロ
ス
の
論
理
』
所
収
、
平

3
.
5
、
有
精
堂
）
な
ど
、
三
島
の
文
学
形
成
に
お
け
る
連
田
の
影
響
の

大
き
苓
を
論
じ
た
研
究
が
あ
る
。
や
や
独
自
な
論
を
展
開
し
た
の
は
荒
木

氏
で
、
文
学
の
面
で
は
三
島
が
「
文
芸
文
化
」
時
代
に
蓮
田
の
影
笞
を
受

け
た
こ
と
を
認
め
な
が
ら
も
、
そ
の
後
は
「
連
田
的
な
も
の
を
し
の
ば
せ

る
も
の
は
あ
ま
り
見
ら
れ
な
か
っ
た
」
と
い
い
、
「
蓮
田
の
精
神
が
判
っ

て
き
た
の
は
」
ニ
・
ニ
六
事
件
三
部
作
を
書
い
た
あ
た
り
だ
と
推
定
し
た

（
前
掲
一
近
代
へ
の
叛
逆
者
達
」
）
。
荒
木
氏
の
「
三
島
由
紀
夫
の
神
風
連

調
査
の
旅
」
（
前
掲
）
に
よ
れ
ば
、
三
島
が
熊
本
を
訪
れ
た
際
、
蓮
田
未

亡
人
を
招
い
て
思
い
出
話
を
交
わ
し
た
と
い
う
。
三
島
が
蓮
田
の
自
決
か

ら
は
さ
ほ
ど
影
響
さ
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
と
い
う
荒
木
氏
の
見
解
は
多

分
こ
の
時
の
対
話
か
ら
感
じ
取
っ
た
印
象
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

三
島
が
「
文
芸
文
化
」
時
代
に
蓮
田
に
関
連
し
て
書
い
た
も
の
と
言
え

(14) 

ば
、
管
見
の
限
り
、
自
決
し
た
蓮
田
へ
の
追
悼
詩
が
二
篇
あ
る
だ
け
で
あ

る
。
そ
れ
か
ら
十
数
年
後
、
昭
和
三
十
八
年
に
書
い
た
「
私
の
遍
歴
時

代
」
で
は
「
文
芸
文
化
」
に
触
れ
な
が
ら
、
「
同
人
の
う
ち
、
連
田
氏
は

最
右
翼
で
」
、
「
蓮
田
の
死
に
つ
い
て
は
、
小
高
根
二
郎
氏
発
行
の
雑
誌

「
果
樹
園
」
に
連
載
さ
れ
た
『
蓮
田
善
明
と
そ
の
短
』
に
詳
し
い
」
と
簡

略
に
コ
メ
ン
ト
し
て
い
る
。
三
島
の
目
に
「
最
右
翼
」
と
し
て
映
っ
た
蓮

田
が
、
長
い
間
そ
の
関
心
の
外
に
あ
っ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
そ
れ
か

ら
再
ぴ
数
年
間
、
三
島
は
蓮
田
の
こ
と
に
つ
い
て
何
も
触
れ
て
い
な
い
。

「
三
島
由
紀
夫
短
編
全
集
1
」
の
「
あ
と
が
き
」
（
昭
4
0
.
3
)
に
も
、
「
恩

師
清
水
文
雄
先
生
の
同
人
雑
誌
「
文
芸
文
化
』
」
と
あ
る
だ
け
で
、
蓮
田

の
こ
と
は
何
も
記
さ
れ
て
い
な
い
。
但
し
、
小
高
根
氏
宛
に
送
っ
た
手
紙

三
通
が
「
三
島
由
紀
雄
全
集
」
第
三
十
四
巻
に
収
録
さ
れ
て
い
る
が
、
そ

の
最
初
の
、
昭
和
一

1

一
十
四
年
八
月
七
日
付
の
手
紙
は
、
「
蓮
田
全
明
氏
の

自
決
に
関
す
る
御
一
文
を
読
み
、
感
侃
に
堪
、
る
ず
、
一
筆
御
礼
を
申
し
述
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べ
た
く
な
り
ま
し
た
。
し
か
し
小
生
と
し
て
は
、
氏
の
思
想
が
か
か
る
行

動
に
龍
結
し
た
こ
と
は
、
さ
し
て
謎
と
は
思
え
ま
せ
ぬ
。
そ
れ
よ
り
、
直

結
し
な
か
っ
た
ら
、
そ
の
ほ
う
が
ふ
し
ぎ
だ
と
思
い
ま
す
」
と
、
蓮
田
の

自
決
に
つ
い
て
の
自
分
の
意
見
を
短
く
述
べ
た
後
、
話
を
変
え
て
伊
東
静

雄
の
「
稲
妻
」
を
絶
賛
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
も
や
は
り
三
島
が
蓮

田
に
傾
倒
し
て
い
た
よ
う
な
痕
跡
は
見
ら
れ
な
い
。
そ
れ
に
比
べ
る
と
、

三
つ
目
の
、
昭
和
四
十
三
年
十
一
月
八
日
付
の
手
紙
で
は
、
「
『
蓮
田
善
明

と
そ
の
死
』
感
激
と
興
奮
を
以
て
読
み
了
え
ま
し
た
。
毎
月
、
こ
れ
を
拝

読
す
る
た
び
に
魂
を
振
起
さ
れ
る
よ
う
な
気
が
い
た
し
ま
し
た
。
こ
の
御

作
品
の
お
か
げ
で
、
戦
後
二
十
数
年
を
隔
て
て
、
蓮
田
氏
と
小
生
と
の
結

縁
が
確
か
め
ら
れ
固
め
ら
れ
た
気
が
い
た
し
ま
し
た
」
、
「
蓮
田
氏
と
同
年

に
い
た
り
、
な
お
べ
ん
べ
ん
と
生
き
て
い
る
の
が
恥
か
し
く
な
り
ま
し

た
」
と
、
九
年
前
の
手
紙
に
比
べ
た
ら
対
蓮
田
観
に
大
ぎ
な
変
化
を
見
せ

て
い
る
。

「
文
芸
文
化
」
の
某
本
路
線
は
池
田
勉
が
創
刊
号
（
昭

1
3
.
7
)
に
寄
せ

た
「
伝
統
の
権
威
地
に
堕
ち
て
、
古
典
を
顕
彰
す
る
の
醇
風
も
亦
地
を
払

っ
て
空
し
い
。
日
本
精
神
の
声
高
く
宣
伝
せ
ら
る
る
あ
れ
ど
、
時
に
現
実

粉
飾
の
政
論
に
す
ぎ
ず
。
芸
文
の
古
典
は
可
惜
、
功
利
一
片
の
具
と
化
し

て
」
云
々
と
い
う
「
創
刊
の
辞
」
が
そ
の
ま
ま
象
徴
し
て
い
る
如
く
、
国

学
の
伝
統
を
濃
厚
に
受
け
継
い
で
い
る
。
し
か
し
当
時
の
三
島
に
最
も
影

響
を
与
え
た
の
は
堀
辰
雄
で
あ
る
。
「
文
芸
文
化
」
に
発
表
し
た
二
度
目

の
小
説
『
み
の
も
の
月
』
も
「
日
本
古
典
、
お
よ
び
堀
辰
雄
に
よ
る
そ
の

現
代
語
訳
」
（
「
自
已
改
造
の
試
み
」
、
昭
3
1
.
8
)
と
自
ら
評
し
て
い
る
。

一
方
で
は
鏡
花
ば
り
の
作
品
も
書
き
、
谷
崎
を
読
み
、
太
宰
治
に
憧
れ
て

い
た
当
時
の
三
島
に
、
「
文
芸
文
化
」
の
精
神
ま
た
は
蓮
田
善
明
の
影
響

が
ど
れ
ほ
ど
滲
透
し
た
か
、
甚
だ
疑
問
で
あ
る
。
文
学
ば
か
り
で
な
く
、

蓮
田
の
死
も
三
島
に
と
っ
て
は
「
最
右
翼
」
と
し
て
、
敗
戦
と
い
う
騒
ぎ

の
中
で
の
他
人
事
と
し
か
映
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
三
島
は
蓮
田
の
死
後
二
十
数
年
も
経
っ
た
昭
和
四
十
三
年

に
な
っ
て
年
頭
か
ら
「
文
芸
文
化
」
時
代
に
関
連
し
て
蓮
田
の
思
い
出
を

幾
片
も
語
っ
て
い
る
。
「
日
本
の
古
典
と
私
」
（
昭
4
3
.
1
)
で
は
「
文
芸

文
化
」
時
代
に
触
れ
な
が
ら
「
私
の
少
年
期
と
戦
争
と
は
重
な
っ
て
い
る

か
ら
、
当
時
の
日
本
主
義
が
幾
分
私
の
国
文
学
熱
を
高
め
た
こ
と
は
争
え

な
い
」
と
告
白
し
て
い
る
。
ま
た
「
『
文
芸
文
化
』
の
こ
ろ
」
（
昭
4
3
.
1
)

に
お
い
て
も
「
文
芸
文
化
」
の
同
人
た
ち
の
こ
と
を
「
清
水
氏
の
純
粋
、

蓮
田
善
明
氏
の
烈
火
の
如
ぎ
談
論
風
発
ぶ
り
、
池
田
勉
氏
の
温
和
、
栗
山

理
一
氏
の
大
人
の
シ
ニ
シ
ズ
ム
が
、
そ
れ
ぞ
れ
、
相
映
じ
て
、
た
の
し
い

一
団
を
形
成
し
て
い
た
」
と
回
顧
し
、
引
き
続
き
、

は
と
ん
ど
政
治
的
な
話
は
出
な
か
っ
た
よ
う
に
思
う
。
国
文
学
の
も

っ
と
も
あ
え
か
な
（
こ
ん
な
言
葉
も
当
時
流
行
し
て
い
た
）
、
も
っ

と
も
優
美
な
魂
が
、
こ
こ
で
は
何
よ
り
も
大
切
に
さ
れ
て
い
る
、
と

い
う
印
象
を
私
は
強
く
抱
い
た
。
外
側
か
ら
見
て
戦
闘
的
に
見
え
る

か
も
し
れ
ぬ
集
団
が
、
内
部
に
や
さ
し
さ
を
充
満
さ
せ
て
い
る
例
は

多
々
あ
る
こ
と
で
、
私
は
そ
の
や
さ
し
さ
だ
け
に
触
れ
て
育
っ
た
の

で
あ
る
。

と
語
っ
て
い
る
。
こ
の
文
中
に
は
蓮
田
善
明
の
次
の
よ
う
な
言
葉
が
引
用

さ
れ
て
い
る
。
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こ
こ
で
一
っ
、
寺
田
透
氏
の
「
豊
饒
の
海
」
論
に
つ
い
て
触
れ
て
見

る
。
寺
田
氏
は
『
奔
馬
』
に
つ
い
て
「
奇
妙
な
と
こ
ろ
」
を
三
つ
指
摘
し

て
い
る
。
ま
ず
「
『
神
風
連
史
話
』
な
る
も
の
が
、
規
校
こ
そ
ち
が
え
、

三
島
た
ち
の
昭
和
四
十
五
年
十
一
月
二
十
五
日
の
行
動
の
完
全
な
予
告
な

こ
と
で
あ
る
こ
と
に
は
、
ど
う
い
う
意
味
が
あ
る
の
だ
ろ
う
」
と
「
第

-
」
の
疑
問
を
提
出
し
、
更
に
「
勲
の
父
」
で
あ
る
飯
沼
茂
之
に
関
す
る

四 「
い
よ
い
よ
皇
国
思
想
に
つ
い
て
熱
烈
の
論
が
燃
え
立
っ
て
い
る
。

し
か
し
た
ゞ
思
想
と
し
て
の
漠
意
排
斥
及
び
日
本
論
は
、
な
お
未
だ

漢
意
と
目
さ
れ
る
。
文
学
と
し
て
の
や
ま
と
ご
こ
ろ
の
大
事
さ
に
思

い
至
る
時
が
真
の
皇
国
古
意
の
開
奮
で
あ
る
。
私
ど
も
の
用
意
し
て

い
る
の
は
、
世
上
の
思
想
論
で
は
な
く
、
そ
の
文
学
の
た
め
で
あ

る
」
（
昭
和
十
八
年
五
月
号
・
第
六
巻
号
後
記
ー
蓮
田
善
明
）

こ
れ
に
つ
い
て
三
島
は
「
後
年
は
げ
し
い
右
裏
イ
デ
オ
ロ
ー
グ
の
汚
名
を

着
た
蓮
田
善
明
氏
の
、
多
少
せ
っ
か
ち
な
、
一
本
気
な
、
し
か
し
志
す
と

こ
ろ
の
明
白
な
『
優
美
な
』
発
言
で
あ
る
」
と
評
し
た
が
、
五
年
前
ま
で

は
三
島
自
身
が
連
田
の
こ
と
を
「
最
右
翼
」
と
称
し
た
の
を
考
え
る
と
、

そ
の
間
に
三
島
の
立
場
に
大
き
な
変
化
が
あ
っ
た
こ
と
が
察
せ
ら
れ
る
c

更
に
、
「
『
花
ざ
か
り
の
森
』
の
こ
ろ
」
（
昭

4
3
.
1
)
で
は
、
出
征
の
た

め
『
花
さ
か
り
の
森
』
の
出
版
記
念
会
（
昭

1
9
.
1
1
.
1
1
)
に
参
加
出
来

な
か
っ
た
蓮
田
善
明
の
こ
と
に
つ
い
て
触
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
、
蓮
田
に
対
す
る
三
島
の
心
境
の
変
化
は
『
豊
饒
の
海
j

制
作
と
少
か
ら
ぬ
関
連
を
持
つ
。

「
二
元
論
」

も
う
一
っ
、
三
島
の
言
葉
を
引
用
し
よ
う
。

人
物
設
定
に
一
員
性
が
な
い
こ
と
と
、
悪
役
の
筈
の
蔵
原
武
介
が
「
作
者

に
よ
っ
て
一
度
も
悪
く
は
書
か
れ
て
い
な
い
」
ば
か
り
で
な
く
、
む
し
ろ

堀
中
尉
や
洞
院
宮
が
裏
切
り
者
の
役
を
持
た
さ
れ
た
こ
と
を
「
第
二
」

「
第
三
」
と
し
て
挙
げ
、
「
作
者
の
右
翼
的
情
熱
の
熱
度
は
わ
れ
わ
れ
読
者

を
不
安
に
す
る
ほ
ど
高
く
」
云
々
と
し
う
結
論
に
達
し
て
い
る
。
寺
田
氏

は
「
第
一
」
に
お
い
て
「
三
島
事
件
」
を
「
神
風
連
史
話
」
と
同
一
レ
ベ

ル
か
ら
見
て
い
る
。
し
か
し
三
島
は
『
暁
の
寺
』
を
脱
稜
し
た
時
点
で

『
豊
碗
の
海
』
に
関
連
し
て
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。

か
く
て
、
こ
の
長
い
小
説
を
書
い
て
い
る
間
の
私
の
人
生
は
、
―
―

種
の
現
実
を
包
摂
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
（
中
略
）
作
家
は
し
ば

し
ば
こ
の
二
種
の
現
実
を
混
同
す
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
決
し
て

混
同
し
な
い
こ
と
が
、
私
に
と
っ
て
は
璽
要
な
方
法
論
、
人
生
と
芸

術
に
関
す
る
も
っ
と
も
本
質
的
な
方
法
論
で
あ
っ
た
。
（
「
小
説
と
は

何
か
」
、
昭

4
3
.
5
1
4
5
.
1
1
)
（
傍
線
引
用
者
）

こ
の
言
葉
は
、
換
言
す
れ
ば
、
三
島
自
身
、
意
識
的
に
『
豊
饒
の
海
』
を

現
実
か
ら
切
り
離
し
て
、
純
粋
な
創
作
と
し
て
害
い
た
と
い
う
意
味
に
取

れ
る
。

私
は
、
私
の
「
楯
の
会
」
の
運
動
と
、
私
の
文
学
の
質
と
の
間

に
、
た
え
ず
均
衡
が
保
た
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
を
知
っ
て
い
る
。
も

LI均
衡
が
破
れ
た
ら
、
「
楯
の
会
」
が
芸
術
家
の
道
楽
に
堕
す
る
か
、

そ
れ
と
も
私
が
政
治
家
に
な
っ
て
し
ま
う
か
、
ど
ち
ら
か
だ
。
言
葉
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の
微
妙
な
機
能
を
知
れ
ば
知
る
ほ
ど
、
私
は
芸
術
家
と
い
う
も
の

が
、
現
実
に
対
し
て
、
猫
の
よ
う
に
絶
対
に
無
責
任
で
あ
る
こ
と
を

知
る
に
い
た
っ
た
。
（
『
楯
の
会
』
の
こ
と
」
、
昭
4
4
.
1
1
)

（
傍
線
引

用
者
）

こ
れ
を
『
豊
饒
の
海
』
と
結
び
付
け
て
解
釈
す
る
な
ら
ば
、
作
中
の
神
風

連
が
「
楯
の
会
」
と
は
別
次
元
の
も
の
と
し
て
、
純
粋
な
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン

の
領
域
内
で
取
り
扱
わ
れ
た
こ
と
を
意
味
す
る
で
あ
ろ
う
。

こ
こ
に
、
三
島
に
お
け
る
蓮
田
の
影
響
が
問
題
に
な
る
。
小
高
根
二
郎

著
『
蓮
田
善
明
と
そ
の
死
』
の
「
序
」
（
昭
4
5
.
3
)
に
三
島
は
次
の
よ
う

に
書
い
て
い
る
。

蓮
田
氏
の
文
業
と
そ
の
壮
烈
な
最
後
と
の
間
に
は
、
目
の
く
ら
む

よ
う
な
断
絶
が
あ
り
、
コ
ン
ト
ラ
ス
ト
が
あ
る
。
終
戦
直
後
、
蓮
田

中
尉
が
そ
の
聯
隊
長
を
通
敵
行
為
の
故
を
以
て
射
殺
し
、
た
だ
ち
に

自
決
し
た
と
い
う
劇
的
な
最
後
を
遂
げ
た
と
巻
、
こ
れ
を
伝
え
聞
い

た
蓮
田
氏
の
敵
は
戦
時
中
の
右
翼
イ
デ
オ
ロ
ー
グ
の
フ
ァ
ナ
テ
ィ
シ

ズ
ム
の
当
時
の
掃
結
だ
と
思
っ
た
に
ち
が
い
な
い
。
し
か
し
少
年
時

代
氏
に
親
灸
し
た
私
に
と
っ
て
、
こ
の
死
と
私
の
知
る
蓮
田
氏
の
イ

メ
ー
ジ
と
の
間
に
は
、
軽
々
に
結
び
合
わ
さ
れ
ぬ
断
絶
が
あ
っ
た
。

（
傍
線
引
用
者
）

「
序
」
自
体
が
、
蓮
田
を
論
じ
た
も
の
と
い
う
よ
り
は
、
遅
れ
ば
せ
な
が

ら
連
田
を
理
解
す
る
よ
う
に
な
っ
た
一
二
島
自
身
の
立
場
を
語
っ
た
も
の
で

あ
る
。
三
島
は
ピ
ス
ト
ル
で
自
決
し
た
蓮
田
の
最
期
に
は
冷
淡
で
あ
っ

た
。
円
谷
幸
吉
へ
の
追
悼
文
「
円
谷
二
尉
の
自
刃
」
に
「
彼
は
職
業
柄
い

く
ら
で
も
手
に
入
る
拳
銃
を
避
け
、
又
、
女
々
し
い
毒
葵
を
避
け
て
、
剃

刀
で
花
々
し
く
血
潮
を
散
ら
し
て
死
ん
だ
」
と
書
い
た
の
も
昭
和
四
十
三

年
一
月
で
あ
る
。
既
述
の
と
お
り
、
同
じ
時
期
に
三
島
は
連
田
善
明
の
思

い
出
を
幾
つ
も
語
っ
て
い
る

D

三
島
が
蓮
田
に
共
感
し
た
の
は
、
そ
の
文

学
で
も
な
け
れ
ば
、
そ
の
死
で
も
な
い
。
文
学
と
は
別
の
次
元
で
「
目
の

く
ら
む
よ
う
な
断
絶
」
と
し
て
「
最
右
翼
」
を
実
践
し
た
蓮
田
に
漸
く
気

づ
い
た
の
で
あ
る
。
そ
の
時
、
昔
の
、
蓮
田
の
「
神
風
連
の
こ
こ
ろ
」
を

想
起
し
た
な
ら
ば
、
長
い
間
は
と
ん
ど
関
心
の
外
に
あ
っ
た
蓮
田
が
、
一

挙
に
三
島
の
心
を
捉
え
た
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。

山
本
舜
勝
氏
に
よ
れ
ば
、
昭
和
四
十
五
年
四
月
、
三
島
は
『
蓮
田
善
明

と
そ
の
死
』
を
持
参
し
て
訪
れ
て
、
本
を
手
渡
し
な
が
ら
「
私
の
今
日

は
、
こ
の
本
に
よ
っ
て
決
ま
り
ま
し
た
」
（
『
憂
悶
の
祖
国
防
衛
賦
』
、
昭

5
5
.
6
、
日
本
文
芸
社
）
と
言
っ
た
そ
う
で
あ
る

D

三
島
は
現
実
を
文
学

か
ら
切
り
離
し
た
時
点
で
、
自
分
が
運
田
と
同
じ
立
場
に
あ
る
の
に
気
づ

い
た
の
で
あ
る
。
そ
の
、
気
づ
い
た
こ
と
が
、
更
に
三
島
の
二
元
論
に
拍

車
を
か
け
る
よ
う
に
な
る
。
そ
れ
が
如
何
な
る
形
で
三
島
の
作
品
に
影
響

し
た
か
は
、
『
暁
の
寺
』
及
び
『
天
人
五
衰
』
と
、
「
楯
の
会
」
に
お
け
る

憲
法
研
究
の
草
案
と
し
て
書
か
れ
た
「
問
題
提
起
（
日
本
国
憲
法
）
」
と

の
段
差
を
見
て
も
一
目
瞭
然
で
あ
る
。

阿
部
勉
氏
の
「
三
島
隊
長
の
『
間
題
提
起
（
日
本
国
憲
法
）
』
」
（
「
三
島

由
紀
夫
全
集
」
第
三
十
四
巻
付
録
、
昭

5
1
.
2
)
に
よ
れ
ば
「
昭
和
四
十

五
年
一
月
初
頭
、
第
一
問
題
提
起
（
現
行
憲
法
批
判
）
が
出
来
上
が
り
、

早
速
市
ケ
谷
の
私
学
会
館
会
議
室
で
、
三
島
隊
長
も
出
席
し
て
第
一
回
目

の
『
憲
法
研
究
会
j

が
持
た
れ
」
、
以
来
‘
[
憲
法
研
究
会
」
は
「
水
曜
日
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毎
午
後
六
時
か
ら
三
時
間
ず
つ
」
、
三
島
が
自
決
す
る
ま
で
三
十
四
回
続

い
た
と
い
う
。
昭
和
四
十
五
年
と
い
え
ば
、
前
年
に
引
き
続
き
『
暁
の

寺
』
の
十
七
屈
目
（
第
三
十
七
章
）
が
「
新
潮
」
一
月
号
に
掲
載
さ
れ
、

四
月
に
完
結
し
て
い
る
。
そ
し
て
ニ
ヶ
月
の
休
載
の
後
、
七
月
か
ら
『
天

人
五
衰
」
の
連
載
が
始
ま
り
、
三
島
は
僅
か
半
年
の
間
に
こ
の
最
終
篇
を

書
き
上
げ
て
い
る
。
『
暁
の
寺
』
と
『
天
人
五
衰
』
か
ら
三
島
の
政
治
思

想
を
汲
み
取
る
こ
と
は
殆
ど
不
可
能
で
あ
る
。
む
し
ろ
三
島
の
文
学
的
な

立
場
は
『
禁
色
』
を
書
い
た
あ
た
り
に
逆
も
と
り
し
た
感
じ
す
ら
あ
る
。

し
か
し
現
実
に
お
い
て
三
島
は
政
治
問
題
の
ど
真
ん
中
に
足
を
踏
み
入
れ

て
い
る
。
昭
和
四
十
三
年
か
ら
三
島
の
評
論
に
は
フ
ラ
ン
ス
の
五
月
革

命
、
チ
ェ
コ
問
題
、
中
国
の
文
化
革
命
、
日
本
の
学
生
運
動
な
ど
に
関
す

る
発
言
が
頻
出
す
る
。
そ
の
上
、
数
次
に
わ
た
っ
て
自
衛
隊
へ
休
験
入
隊

し
、
「
祖
国
防
衛
隊
」
構
想
を
「
楯
の
会
」
に
切
り
替
え
て
い
る
。
こ
の

よ
う
な
三
島
の
現
実
行
為
は
既
に
神
風
連
か
ら
遠
の
い
て
い
る
。
一
方
、

三
島
は
『
命
売
り
ま
す
』
と
い
う
興
味
本
位
の
長
編
小
説
を
「
プ
レ
イ
ボ

ー
イ
」
（
昭

4
3
.
5
.
2
1
ー
1
0
.
8
)
に
連
載
し
た
。
こ
の
こ
と
を
保
阪
正

康
氏
は
「
な
ぜ
か
こ
う
い
う
作
品
も
書
き
だ
す
」
（
『
憂
国
の
理
論
』
、
昭

5
5
.
1
1
、
講
談
社
）
と
疑
問
に
付
し
た
が
、
正
に
三
島
に
お
け
る
文
学
と

政
治
の
二
元
論
の
実
践
で
あ
っ
た
。

結
論
を
急
ぐ
な
ら
ば
、
『
奔
馬
』
は
、
作
者
に
と
っ
て
の
現
実
が
意
図

的
に
排
除
さ
れ
た
作
品
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
も
し
か
し
た
ら
「
神
風

連
史
話
」
を
書
き
、
そ
の
神
風
連
の
精
神
を
「
昭
和
神
風
連
」
と
い
う
形

で
勲
ら
に
実
行
さ
せ
る
過
程
に
お
い
て
、
文
学
を
も
っ
て
現
実
を
代
弁
さ

せ
る
こ
と
が
不
可
能
で
あ
る
こ
と
を
三
島
は
最
終
確
認
し
た
の
か
も
知
れ

な
い
。
そ
れ
が
作
中
に
お
け
る
、
「
神
風
連
史
話
」
と
「
昭
和
神
風
連
」

と
の
間
に
大
ぎ
な
溝
を
作
っ
た
原
因
に
な
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。

三
島
自
身
は
「
必
要
あ
っ
て
、
数
年
前
か
ら
、
神
風
連
の
研
究
を
は
じ

め
」
た
と
言
っ
た
が
、
神
風
連
に
気
が
つ
い
た
の
は
多
分
、
橋
川
文
三
氏

(16) 

の
「
失
わ
れ
た
怒
り
1

神
風
連
の
こ
と
な
ど
」
を
読
ん
で
か
ら
で
あ
る

ら
し
い
。
そ
こ
か
ら
三
島
の
文
学
が
活
気
づ
い
た
の
は
事
実
だ
と
し
て

も
、
政
治
思
想
に
ま
で
変
化
を
も
た
ら
し
た
と
は
断
言
で
き
な
い
。
『
奔

馬
』
は
所
謂
「
二
元
論
」
に
基
づ
い
て
書
か
れ
た
作
品
で
あ
り
、
従
っ

て
、
寺
田
氏
が
持
ち
出
し
た
三
つ
の
「
奇
妙
な
と
こ
ろ
」
の
う
ち
、
「
第

二
」
・
「
第
二
」
は
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
見
地
か
ら
解
釈
し
な
い
限
り
、
い
つ

ま
で
も
「
奇
妙
な
と
こ
ろ
」
と
し
て
残
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

本
稿
で
は
主
に
、
三
島
の
晩
年
に
お
け
る
政
治
思
想
と
創
作
と
の
関
係

に
つ
い
て
論
じ
て
み
た
が
、
『
奔
馬
』
を
如
何
に
文
学
の
領
域
内
で
解
釈

す
る
か
と
い
う
問
題
は
別
の
機
会
に
譲
る
こ
と
に
す
る
。

注
1

初
出
は
「
夭
折
者
の
禁
欲
」
（
「
三
島
由
紀
夫
自
選
菓
」
解
説
、
昭
3
9
.
7
)
。

『
増
補
日
本
浪
曼
派
批
判
序
説
』
（
昭
4
0
.
4
、
未
来
社
）
に
再
収
鈴
。

2

「
定
本
三
島
由
紀
夫
害
誌
』
の
「
蔵
書
目
録
」
に
は
「
木
村
弦
雄
『
血
史
前

編
』
（
書
籍
破
損
に
つ
き
発
行
所
不
詳
熊
本
県
）

M
4
0
.
8
.
5

重
」
と
な
っ

て
い
る
。
昭
和
五
十
一
年
十
月
、
大
東
塾
出
版
部
か
ら
神
風
連
百
年
祭
記
念
事
業

と
し
て
『
神
風
連
・
血
史
』
（
木
村
邦
舟
著
。
弦
雄
は
本
名
）
と
改
閤
復
刻
さ
れ

た
。
そ
の
「
跛
に
か
へ
て
」
に
よ
る
と
『
血
史
j

の
「
後
絹
」
は
玉
茎
右
の
他
界

に
よ
っ
て
、
実
際
に
は
書
か
れ
て
い
な
い
」
と
い
う
ctJJ
版
は
明
治
二
十
九
年
十

二
月
、
再
版
は
明
治
四
十
年
八
月
、
第
三
版
が
昭
和
十
八
年
に
熊
本
市
教
育
会
に

よ
っ
て
出
さ
れ
た
。
尚
、
初
版
の
出
版
所
は
明
記
さ
れ
て
い
な
い
。

3

前
掲
云
威
書
目
録
」
に
「
小
早
川
秀
雄
『
血
史
、
熊
本
敬
神
党
』
隆
文
館

M

4
3
.
8
.
1
5
」
と
あ
る

C

4

前
掲
「
蔵
書
目
録
」
に
「
石
原
醜
男
H

神
風
連
血
涙
史
』
大
日
社
T
1
0
.

4
.
1
3
」
と
あ
る
。
こ
の
他
に
も
「
蔵
書
目
録
」
に
は
福
本
日
南
の
『
清
教
徒
神

- 33 -



風
連
』
（
大
5
.
9
、
実
業
之
日
本
杜
）
、
影
山
正
治
の
『
民
族
派
の
文
学
運
動
」

（昭

4
0
.
3
、
大
東
塾
出
版
部
）
な
ど
が
載
っ
て
い
る
。

5

『
桜
園
先
生
遺
稿
』
と
荒
木
精
之
編
『
神
風
連
烈
士
遺
文
集
』
は
、
い
ず
れ
も

「
蔵
害
目
録
」
に
は
載
っ
て
い
な
い
。
前
者
の
初
版
は
昭
和
十
八
年
六
月
河
島
書

店
刊
、
同
五
十
六
年
三
月
青
潮
社
か
ら
復
刻
さ
れ
る
。
後
者
は
昭
和
十
九
年
一

月
、
第
一
出
版
協
会
刊
行
。

6

三
島
は
『
対
話
・
日
本
人
論
』
を
荒
木
氏
に
寄
贈
す
る
際
、
「
旅
行
前
に
喋
っ
た

部
分
が
多
い
の
で
お
目
だ
る
い
と
存
じ
て
い
ま
す
が
」
と
手
紙
（
昭

4
1
.
1
0
.
9
)

に
書
い
た
。

7

昭
和
四
十
四
年

I
月
、
光
風
社
刊
。
初
刊
は
伺
四
十
年
三
月
、
大
東
塾
出
版
部

．り。干
8

運
田
善
明
が
書
評
を
書
い
た
「
神
風
連
の
こ
こ
ろ
』
の
著
者
。

9

京
都
に
同
行
し
た
ド
ナ
ル
ド
・
キ
ー
ン
氏
の
『
悼
友
紀
行
』
（
昭

4
8
.
7
、
中
央

公
論
社
）
に
よ
れ
ば
、
三
日
間
の
滞
在
中
、
三
島
が
一
人
で
行
動
し
た
日
も
あ
っ

て
、
詳
し
い
こ
と
は
キ
ー
ン
氏
も
知
ら
な
い
ら
し
い
。
取
材
旅
行
の
事
実
を
後
に

知
っ
て
調
べ
た
林
房
雄
氏
も
具
体
的
な
こ
と
は
突
き
詰
め
て
い
な
い
（
『
悲
し
み

の
琴
」
、
昭
4
7
.
3
、
文
芸
呑
秋
）
。

10

猪
野
健
治
氏
に
よ
れ
ば
、
影
山
氏
は
生
前
、
「
三
烏
事
件
」
に
つ
い
て
殆
ど
語

ら
な
か
っ
た
と
い
う
（
「
最
期
の
勤
王
志
士
」
、
「
伝
統
と
現
代
」
昭

5
5
.
1
号
所

収
）
。
影
山
氏
が
三
島
に
つ
い
て
触
れ
た
の
は
、
「
三
島
事
件
に
対
す
る
所
見
」

(
「
不
―
-
」
昭
4
5
.
1
2
号
所
収
）
と
「
昭
和
の
神
風
連
」
（
「
不
二
」
昭

4
6
.
2
号
所

収
）
及
び
、
こ
の
二
つ
を
ま
と
め
た
「
昭
和
の
神
風
連
」
（
「
浪
曼
人
三
島
由
紀

夫
』
所
収
、
昭
4
8
.
4
、
浪
曼
社
）
が
あ
る
。

11

渡
辺
氏
が
用
い
た
資
料
に
つ
い
て
は
著
書
の
「
あ
と
が
き
」
に
詳
し
い
解
説
が

あ
る
。
三
島
が
用
い
た
資
料
は
は
と
ん
ど
渡
辺
氏
も
用
い
て
い
る
。

12

大
隅
―

1

一
好
氏
も
三
島
の
「
神
風
連
史
話
」
に
刺
戟
さ
れ
て
小
説
風
の
『
神
風
連

ー
神
な
が
ら
の
決
起
|
|
j

（昭
46
．2
、
日
本
教
文
社
）
を
著
し
た
が
、
宇
気

比
に
関
し
て
は
桜
圏
の
「
宇
気
比
考
」
を
筒
略
に
紹
介
し
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。

13

前
掲
『
神
風
連
血
涙
史
』
の
著
者
。

14

蓮
田
が
自
決
し
た
翌
年
の
昭
和
二
十
一
年
十
一
月
十
七
日
、
成
城
学
園
素
心
寮

で
催
さ
れ
た
追
悼
会
に
参
席
し
棒
げ
た
「
故
蓮
田
菩
明
へ
の
献
詩
」
（
「
三
島
由
紀

夫
全
集
」
第
一
二
十
五
巻
収
録
）
の
は
か
、
雑
誌
「
人
間
」
に
送
ら
れ
た
が
発
表
さ

れ
ず
に
清
水
文
雄
の
手
許
に
残
っ
て
い
る
と
い
う
追
悼
詩
「
哭
運
田
善
明
」
（
小

川
和
佑
『
三
島
由
紀
詩
j

収
録
、
昭
4
8
.
1
2
、
潮
出
版
社
）
か
あ
る
。

15

初
出
は
雑
誌
「
果
樹
園
」
に
二
回
に
わ
た
っ
て
分
載
さ
れ
た
。
第
一
回
は
昭
和

三
十
四
年
八
月
（
第
四
十
三
号
）
か
ら
同
三
十
五
年
九
月
（
第
五
十
五
号
）
ま

で
、
第
二
回
は
同
四
十
年
五
月
（
第
百
十
一
号
）
か
ら
同
四
十
三
年
十
一
月
（
箱

百
五
十
三
号
）
ま
で
。
単
行
本
は
昭
和
四
十
五
年
三
月
、
筑
序
書
房
か
ら
刊
行
。

同
五
十
四
年
八
月
、
津
島
書
房
か
ら
新
版
第
一
刷
刊
行
。

16

三
島
が
『
対
話
・
日
本
人
論
」
で
「
橋
川
文
―
二
が
神
風
連
の
こ
と
を
書
い
て
い

る
」
と
言
っ
た
の
は
多
分
「
失
わ
れ
た
怒
り
」
を
指
す
の
で
あ
ろ
う
。
同
評
論
の

初
出
は
昭
和
三
十
五
年
九
月
号
「
思
想
の
科
学
」
で
あ
る
が
、
後
に
『
歴
史
と
体

験
j

（昭
39
．
6
、
春
秋
社
ー
ー
↓
増
補
版
は
昭

4
3
.
9
)
に
再
収
録
さ
れ
た
。
三
島

は
「
『
道
義
的
革
命
』
の
論
理
」
（
昭
4
2
.
3
)
の
中
で
「
歴
史
と
体
験
」
中
の
一

節
を
引
用
し
て
お
り
、
当
然
な
が
ら
「
失
わ
れ
た
怒
り
」
に
も
目
を
通
し
た
筈
で

あ
る
。

（
筑
波
大
学
大
学
院

学）

文
芸
・
言
語
研
究
科
学
際
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム

日
本
文
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