
一
　
問
題
設
定

長
編
小
説
『
豊
饒
の
海
』

�
�
�

は
、
き
ら
め
く
青
春
の
日
を
共
に
過
ご
し
た
友
人

松
枝

�
�
�
�

清
顕

�
�
�
�

に
と
ら
わ
れ
、
亡
き
清
顕
の
面
影
を
追
い
求
め
る
こ
と
だ
け
に
、
残

り
の
人
生
を
費
や
す
本
多
繁
邦
の
物
語
で
あ
る
。

本
多
繁
邦
は
松
枝
清
顕
と
同
じ
く
脇
腹
に
三
つ
の
黒
子
を
も
つ
美
し
い
少
年

少
女
た
ち
、
す
な
わ
ち
、
第
二
巻
「
奔
馬
」
の
飯
沼
勲
、
第
三
巻
「
暁
の
寺
」

の
月
光
姫

�
�
�
�
�
�

、
第
四
巻
「
天
人
五
衰
」
の
安
永
透
を
次
々
に
見
出
し
、
清
顕
の
転

生
者
か
と
思
い
つ
つ
彼
ら
の
青
春
を
見
届
け
た
。

と
こ
ろ
が
、
十
八
歳
か
ら
七
十
六
歳
に
い
た
る
ま
で
松
枝
清
顕
の
面
影
を
追

い
続
け
た
本
多
繁
邦
は
、
最
後
の
最
後
で
、
松
枝
清
顕
の
恋
人
だ
っ
た
綾
倉
聡

子
か
ら
、「
そ
の
松
枝
清
顕
さ
ん
と
い
ふ
方
は
、
ど
う
い
ふ
お
人
や
し
た
？
」
と

問
わ
れ
る
。
清
顕
が
い
な
か
っ
た
の
だ
と
し
た
ら
、
本
多
の
人
生
は
な
ん
だ
っ

た
の
だ
ろ
う
。
本
多
が
見
て
き
た
三
人
の
少
年
少
女
も
、
い
な
か
っ
た
こ
と
に
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『
豊
饒
の
海
』
四
部
作
は
、
一
九
七
〇
年
十
一
月
二
十
五
日
、
き
わ
め
て
劇
的

に
人
生
の
幕
引
き
を
や
っ
て
の
け
た
作
家
三
島
由
紀
夫
の
、
長
大
な
遺
作
で
あ
る
。

同
時
に
こ
の
意
図
さ
れ
た
遺
作
は
、「
世
界
の
解
釈
」
を
め
ざ
し
て
時
間
を
か
け
て

練
り
上
げ
ら
れ
た
物
語
で
も
あ
る
。

三
島
由
紀
夫
に
お
け
る
能
楽
受
容
を
考
え
て
き
た
筆
者
に
と
っ
て
、『
豊
饒
の

海
』
は
避
け
て
と
お
れ
な
い
。
第
二
次
戦
後
派
に
数
え
ら
れ
つ
つ
日
本
浪
曼
派
の

特
異
な
継
承
者
で
も
あ
っ
た
作
家
に
よ
る
、
戦
後
に
お
け
る
前
近
代
の
破
壊
的
再

提
示
は
、『
近
代
能
楽
集
』
シ
リ
ー
ズ
と
同
じ
く
戦
後
と
い
う
時
代
の
最
奥
へ
と
届

い
た
の
か
。
そ
れ
と
も
、『
近
代
能
楽
集
』
シ
リ
ー
ズ
を
も
越
え
た
場
所
へ
到
達
し

た
か
。
前
稿
「
三
島
由
紀
夫
『
豊
饒
の
海
』
に
お
け
る
能
楽
表
象
（
一
）
─
─

『
美
の
厳
格
な
一
回
性
』
へ
の
偏
愛
」
に
続
く
本
稿
の
目
的
は
、
謡
曲
「
松
風
」

お
よ
び
「
羽
衣
」
を
介
し
て
『
豊
饒
の
海
』
に
新
た
な
読
解
の
地
平
を
開
き
、
決

し
て
報
わ
れ
な
い
か
ら
こ
そ
生
き
ら
れ
た
徹
底
的
な
悲
恋
の
物
語
─
─
三
島
由
紀

夫
の
「
世
界
の
解
釈
」
を
言
祝
ぐ
こ
と
に
あ
る
。

三
島
由
紀
夫『
豊
饒
の
海
』に
お
け
る
能
楽
表
象（
二
）

─
─「
美
し
い
衰
亡
」へ

田
村
景
子
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な
る
。「
そ
の
上
、
ひ
よ
つ
と
し
た
ら
、
こ
の
私
で
す
ら
も
…
…
」
い
な
か
っ
た

の
か
も
し
れ
な
い
。「
記
憶
も
な
け
れ
ば
何
も
な
い
と
こ
ろ
へ
、
自
分
は
来
て
し

ま
つ
た
と
本
多
は
思
つ
た
。
庭
は
、
夏
の
日
ざ
か
り
の
日
を
浴
び
て
、
し
ん
と

し
て
ゐ
る
…
…
」。
生
も
死
も
転
生
も
拒
絶
す
る
は
て
し
な
い
空
虚
が
、
静
か

に
物
語
世
界
を
飲
み
込
み
、
本
多
繁
邦
の
長
い
恋
の
破
綻
が
確
定
す
る
。

前
稿
「
三
島
由
紀
夫
『
豊
饒
の
海
』
に
お
け
る
能
楽
表
象
（
一
）
─
─
『
美

の
厳
格
な
一
回
性
』
へ
の
偏
愛
」

�
�
�

で
は
、
本
多
繁
邦
の
た
ど
り
着
く
残
酷
な
結

末
が
、
第
二
巻
「
奔
馬
」
で
能
「
松
風
」
を
観
た
と
き
か
ら
、
す
で
に
用
意
さ

れ
て
い
た
必
然
だ
と
述
べ
た
。「
松
風
」
の
詞
章
を
借
り
て
清
顕
の
美
の
本
質
が

「
厳
格
な
一
回
性
」
で
あ
る
と
思
う
本
多
に
と
っ
て
、
生
ま
れ
変
わ
り
は
「
一

回
性
」
と
は
本
質
的
に
相
容
れ
ず
、
清
顕
の
面
影
を
追
い
転
生
者
を
求
め
る
こ

と
自
体
が
松
枝
清
顕
と
本
多
繁
邦
と
を
か
ぎ
り
な
く
引
き
離
す
行
為
に
他
な
ら

な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

本
稿
で
は
、
前
稿
で
言
及
し
た
謡
曲
「
松
風
」
に
続
い
て
謡
曲
「
羽
衣
」
を

介
し
、
決
し
て
報
わ
れ
な
い
か
ら
こ
そ
生
き
ら
れ
た
徹
底
的
な
悲
恋
の
物
語
と

し
て
『
豊
饒
の
海
』
を
読
み
な
お
す
。
そ
れ
は
、
あ
え
て
悲
恋
を
反
復
す
る

『
豊
饒
の
海
』
四
部
作
の
意
義
と
と
も
に
、「
能
楽
は
た
え
ず
私
の
文
学
に
底
流

し
て
き
た
」

�
�
�

と
語
る
三
島
由
紀
夫
の
最
終
的
な
能
楽
観
を
も
明
ら
か
に
す
る
だ

ろ
う
。

「
悲
劇
」「
絶
望
」「
生
の
否
定
」「
堕
地
獄
の
苦
患
と
孤
独
の
主
題
」
と
捉
え
て

き
た
能
楽
の
「
実
際
の
行
動
に
近
い
一
回
性
」

�
�
�

を
言
祝
ぎ
、『
豊
饒
の
海
』
の
完

結
と
と
も
に
「
実
際
の
行
動
に
近
い
一
回
性
」
へ
自
ら
を
重
ね
る
よ
う
に
突
き

進
ん
だ
作
家
、
三
島
由
紀
夫

�
�
�

。
一
九
七
〇
年
十
一
月
二
十
五
日
に
、
毒
々
し
く

き
ら
び
や
か
に
現
実
へ
と
刺
し
込
ま
れ
た
「
実
際
の
行
動
」
の
帰
趨
は
、
周
知

の
と
お
り
で
あ
る
。

二
「
天
人
五
衰
」
巻
に
通
底
す
る
謡
曲
「
羽
衣
」

本
多
繁
邦
の
執
着
す
る
清
顕
の
美
が
、「
無
用
で
、
何
ら
目
的
を
帯
び
ず
に
、

こ
の
人
の
世
を
迅
速
に
過
ぎ
去
つ
た
。
そ
し
て
美
の
厳
格
な
一
回
性
を
持
つ
」

（「
奔
馬
」）
も
の
で
あ
る
以
上
、「
厳
格
な
一
回
性
」
が
初
め
か
ら
失
わ
れ
て
い
る

飯
沼
勲
、
ジ
ン
・
ジ
ャ
ン
、
安
永
透
は
清
顕
の
代
わ
り
に
は
な
り
得
な
い
。
そ

れ
ば
か
り
か
、
求
め
人
の
証
で
あ
る
は
ず
の
脇
腹
の
黒
子
は
、
清
顕
と
同
じ
よ

う
に
女
性
を
愛
す
る
男
性
で
あ
る
勲
と
、
レ
ズ
ビ
ア
ン
で
あ
る
こ
と
が
判
明
し

た
後
の
ジ
ン
・
ジ
ャ
ン
に
発
見
さ
れ
る
。

本
多
が
望
む
清
顕
の
生
ま
れ
変
わ
り
は
、
そ
れ
ぞ
れ
決
し
て
手
に
は
入
ら
な

い
。
と
い
う
よ
り
も
、
本
多
は
手
に
入
ら
な
い
相
手
に
の
み
清
顕
の
幻
を
見
出

し
、
次
の
転
生
者
の
発
見
へ
と
誘
わ
れ
る
。

そ
の
意
味
で
、
謡
曲
「
松
風
」
の
シ
テ
松
風
と
結
び
つ
く
の
は
、「
高
貴
な
無

効
性
と
、
無
目
的
性
を
保
つ
」「
美
の
厳
格
な
一
回
性
」
を
共
有
す
る
松
枝
清
顕

だ
け
で
は
な
い
。
想
い
人
を
待
ち
続
け
慕
い
続
け
る
謡
曲
「
松
風
」
か
ら
考
え

れ
ば
、
む
し
ろ
清
顕
の
転
生
を
探
し
続
け
る
本
多
繁
邦
こ
そ
が
よ
り
、
シ
テ
松

風
や
シ
テ
ツ
レ
村
雨
の
決
し
て
実
ら
ぬ
悲
恋
の
ド
ラ
マ
を
共
有
す
る
の
で
あ
る
。

当
の
本
多
は
そ
れ
に
気
付
く
こ
と
な
く
、
あ
る
い
は
意
識
的
に
そ
れ
を
隠
蔽

し
て
清
顕
を
追
い
続
け
、
必
然
的
に
清
顕
を
得
る
こ
と
は
な
い
。
帰
ら
ぬ
行
平

を
輪
廻
の
汐
汲
み
車
を
引
き
な
が
ら
待
ち
焦
が
れ
る
シ
テ
松
風
、
次
に
言
及
す

る
よ
う
に
、
一
瞬
の
舞
を
残
し
て
去
っ
た
天
女
を
思
う
謡
曲
「
羽
衣
」
の
ワ
キ

白
竜
。
本
多
は
彼
ら
と
同
じ
く
決
し
て
報
わ
れ
る
こ
と
の
な
い
悲
恋
の
物
語
を
、
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長
い
長
い
時
間
の
中
で
生
き
て
い
た
。

そ
し
て
『
豊
饒
の
海
』
は
、
第
四
巻
「
天
人
五
衰
」
へ
と
た
ど
り
つ
く
。

「
天
人
五
衰
」
と
い
う
タ
イ
ト
ル
は
、
謡
曲
「
羽
衣
」
に
由
来
す
る
。
典
拠

考
と
し
て
は
、
中
沢
明
日
香
「『
豊
饒
の
海
』
論
─
─
『
竹
取
物
語
』
典
拠
説

の
再
検
討
─
─
」
と
「『
豊
饒
の
海
』
に
お
け
る
『
松
風
』・『
羽
衣
』
の
効
果
」

�
�
�

が
新
し
い
。
前
者
で
は
『
竹
取
物
語
』
と
関
係
の
深
い
「
大
金
色
孔
雀
明
王

経
」「
富
士
山
の
記
」「
羽
衣
」（
謡
曲
を
も
含
む
羽
衣
説
話
）
が
考
察
さ
れ
、「『
暁

の
寺
』
第
二
部
に
お
い
て
富
士
山
を
拠
点
に
炙
り
だ
さ
れ
た
地
上
の
摂
理
は
、

本
多
が
一
層
年
齢
を
重
ね
る
こ
と
に
よ
っ
て
、『
天
人
五
衰
』
へ
と
引
き
継
が
れ
、

『
老
い
』
の
問
題
を
色
濃
く
し
、
ラ
ス
ト
シ
ー
ン
へ
と
向
か
う
。
仲
介
役
は
天

と
地
の
論
理
を
説
く
『
羽
衣
』
で
あ
っ
た
は
ず
だ
」
と
、『
豊
饒
の
海
』
に
お
け

る
「
羽
衣
」
を
前
景
化
す
る
。
後
者
で
は
、
そ
の
『
羽
衣
』
が
「
天
神
の
子
孫

と
し
て
の
天
子
（
限
り
あ
る
命
で
あ
る
人
神
・
天
皇
）
が
治
め
る
地
上
国
日
本
を

讃
え
た
作
品
」
で
あ
る
と
捉
え
た
上
で
、『
豊
饒
の
海
』
の
典
拠
と
し
て
「
神
話

的
な
思
想
（
仏
教
を
否
定
し
仏
教
伝
来
以
前
の
日
本
国
を
見
直
す
篤
胤
の
立
場
）」

を
指
摘
し
た
。

「
神
話
的
な
思
想
」
あ
る
い
は
神
話
で
表
さ
れ
る
日
本
と
、
仏
教
的
な
輪
廻

転
生
と
の
重
ね
あ
わ
せ
と
し
て
の
『
豊
饒
の
海
』
な
ら
ば
、
三
島
由
紀
夫
が
目

指
し
た
「
世
界
を
解
釈
し
包
摂
す
る
よ
う
な
長
篇
小
説
」
も
可
能
か
も
し
れ
な

い
。
だ
が
、「
羽
衣
」
に
つ
い
て
の
み
問
題
に
す
る
と
き
、
神
道
や
天
皇
崇
拝
を

媒
介
に
し
て
初
め
て
謡
曲
「
羽
衣
」
に
言
及
す
る
遠
回
り
は
、
必
要
な
い
。

第
四
巻
の
冒
頭
、
七
十
六
歳
の
本
多
繁
邦
は
、
一
人
で
「
羽
衣
」
の
舞
台
で

あ
る
美
保
の
松
原
を
訪
れ
、
上
空
を
飛
び
回
る
男
女
の
天
人
の
群
れ
の
夢
を
み

た
。
そ
の
旅
か
ら
帰
っ
た
本
多
は
、
に
わ
か
日
本
趣
味
で
謡
の
稽
古
を
始
め
、

謡
曲
「
羽
衣
」
を
あ
げ
た
と
い
う
久
松
慶
子
に
ね
だ
ら
れ
、
再
び
三
保
の
松
原

へ
赴
く
。

こ
の
旅
行
の
車
中
で
、
謡
曲
の
引
用
を
伴
い
、
長
い
謡
曲
「
羽
衣
」
の
解
説

が
始
ま
る
。

周
知
の
や
う
に
謡
曲
「
羽
衣
」
は
、「
風
早
の
、
三
保
の
浦
わ
を
漕
ぐ
舟

の
、
浦
人
騒
ぐ
、
波
路
か
な
」
と
い
ふ
、
漁
師
二
人
の
連
吟
に
始
ま
り
、

そ
の
一
人
の
ワ
キ
が
白
龍
と
名
乗
つ
て
の
ち
、「
萬
里
の
好
山
に
雲
忽
ち
に

起
り
」
云
々
の
道
行
に
入
り
、
能
舞
台
正
先
に
出
さ
れ
て
ゐ
る
松
の
立
木

に
、
美
し
い
長
絹
の
懸
つ
て
ゐ
る
の
を
見
て
、
家
宝
に
し
よ
う
と
取
つ
て

帰
り
か
け
る
の
を
、
シ
テ
の
天
人
が
現
は
れ
て
呼
び
と
め
る
。
天
人
の
追

従
に
も
白
龍
が
頑
と
し
て
返
さ
な
い
の
で
、
天
人
は
天
上
へ
戻
る
由
も
な

く
、
嘆
き
打
ち
し
を
れ
る
。

「
白
龍
衣
を
返
さ
ね
ば
、
力
及
ば
ず
、
せ
ん
方
も
、
涙
の
露
の
玉
鬘
、

か
ざ
し
の
花
も
し
を
し
を
と
、
天
人
の
五
衰
も
目
の
前
に
見
え
て
あ
さ
ま

し
や
」

下
り
の
新
幹
線
の
中
で
、
慶
子
は
こ
の
あ
た
り
を
暗
誦
し
て
み
せ
て
、

「
天
人
の
五
衰
つ
て
何
な
の
」

と
熱
心
に
訊
い
た
。

本
多
は
こ
の
間
見
た
天
人
の
夢
か
ら
、
仏
書
の
う
ち
に
天
人
の
事
項
を

探
し
て
ゐ
た
の
で
、
慶
子
の
質
問
に
は
す
ら
す
ら
と
答
へ
る
こ
と
が
で
き

た
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
第
八
回
）

こ
こ
か
ら
本
多
と
も
語
り
手
と
も
取
れ
る
視
点
か
ら
、「
小
の
五
衰
」「
大
の
五
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衰
」
の
詳
細
な
説
明
が
な
さ
れ
、「
大
の
五
衰
」
を
起
こ
し
た
後
は
死
あ
る
の
み

だ
と
続
く
。

三
「
天
人
五
衰
」
と
「
美
し
い
衰
亡
」

で
は
、
小
説
『
豊
饒
の
海
』
に
と
っ
て
の
五
衰
の
主
体
と
は
何
か
。

ま
ず
考
え
ら
れ
る
の
は
、
第
四
巻
「
天
人
五
衰
」
に
お
け
る
転
生
候
補
者
、

安
永
透
で
あ
る
。

「
凍
つ
た
や
う
に
青
白
い
美
し
い
顔
」（
第
三
回
）
の
透
は
、
勲
や
ジ
ン・ジ
ャ

ン
よ
り
も
清
顕
を
髣
髴
と
さ
せ
る
が
、「
す
べ
て
は
自
明
、
す
べ
て
は
既
知
、
認

識
の
よ
ろ
こ
び
は
海
の
か
な
た
の
見
え
な
い
水
平
線
に
し
か
な
か
つ
た
」（
同

右
）
と
い
う
彼
の
内
面
は
、
初
対
面
の
本
多
が
早
く
も
感
じ
取
っ
た
よ
う
に
、

本
多
老
人
の
そ
れ
と
よ
く
似
て
い
る
。
黒
子
を
持
ち
な
が
ら
自
分
と
認
識
を
共

有
す
る
透
で
転
生
の
真
偽
を
確
か
め
る
た
め
、
本
多
繁
邦
は
少
年
を
手
元
に
置

い
た
。「
本
多
が
怖
れ
て
い
る
こ
と
は
本
多
が
望
ん
で
い
る
こ
と
」（
第
二
十
一
回
）

の
と
お
り
、
清
顕
に
も
う
一
度
会
い
た
い
と
い
う
願
い
と
、
清
顕
探
し
を
決
定

的
に
諦
め
る
た
め
に
完
全
な
る
偽
物
の
転
生
者
に
出
会
い
た
い
と
い
う
ア
ン
ヴ

ィ
ヴ
ァ
レ
ン
ト
な
願
い
が
、
顕
わ
に
な
る
。

だ
が
、
自
分
の
手
の
内
で
そ
れ
を
見
届
け
る
つ
も
り
で
い
た
本
多
の
計
画
は
、

業
を
煮
や
し
た
久
松
慶
子
の
言
動
に
よ
っ
て
、
透
の
自
殺
と
い
う
結
末
を
見
る
。

ま
た
し
て
も
本
多
は
、
転
生
者
か
も
知
れ
な
い
存
在
の
運
命
を
自
分
以
外
の
も

の
に
よ
っ
て
左
右
さ
れ
、
転
生
の
真
偽
は
わ
か
ら
な
く
な
る
。

本
多
が
聡
子
に
会
い
に
行
く
直
前
、
失
明
し
た
透
を
見
舞
う
場
面
で
、
か
つ

て
潔
癖
だ
っ
た
透
は
「
汗
」
を
拭
う
こ
と
も
な
く
、
服
に
は
「
垢
と
膩

�
�
�
�
�」

が

付
き
、「
異
臭
」
を
放
ち
、「
萎
え
た
紅
い
花
を
挿
し
て
」
呆
然
と
し
て
い
た
。「
大

の
五
衰
」、
す
な
わ
ち
、「
そ
の
一
は
浄
ら
か
だ
つ
た
衣
服
が
垢
に
ま
み
れ
、
そ

の
二
は
、
頭
上
の
華
が
か
つ
て
は
盛
り
で
あ
つ
た
の
が
今
は
萎
み
、
そ
の
三
は
、

両
腋
窩
か
ら
汗
が
流
れ
、
そ
の
四
は
、
身
体
が
い
ま
は
し
い
臭
気
を
放
ち
、
そ

の
五
は
、
本
座
に
安
住
す
る
こ
と
を
楽
し
ま
な
い
」
と
い
う
小
説
中
の
解
説
を

充
す
の
は
明
ら
か
だ
ろ
う
。

し
か
し
「
天
人
五
衰
」
八
回
は
、
い
わ
ゆ
る
天
人
の
五
衰
以
外
に
、
謡
曲

「
羽
衣
」
と
の
関
わ
り
で
、
も
う
一
つ
の
「
衰
」
と
し
て
「
美
し
い
衰
亡
」
を

提
示
し
て
い
た
。

そ
れ
か
ら
見
る
と
謡
曲
「
羽
衣
」
の
天
人
が
、
大
の
五
衰
の
一
を
す
で

に
現
じ
な
が
ら
、
羽
衣
を
返
し
て
も
ら
ふ
と
た
ち
ま
ち
回
復
す
る
の
は
、

作
者
の
世
阿
弥
が
そ
れ
ほ
ど
仏
典
に
拘
泥
せ
ず
に
、
美
し
い
衰
亡
を
暗
示

す
る
詩
語
と
し
て
、
卒
然
と
使
っ
た
も
の
で
あ
ら
う
。

本
多
繁
邦
の
謡
曲
論
と
も
い
う
べ
き
こ
の
箇
所
は
、
能
楽
と
い
う
芸
術
に
お

い
て
の
み
、
不
可
逆
的
五
衰
を
こ
え
た
美
的
五
衰
す
な
わ
ち
「
美
し
い
衰
亡
」

が
実
現
す
る
と
い
う
。

安
永
透
の
衰
え
が
、
仏
教
的
な
「
大
の
五
衰
」
で
あ
る
も
の
の
、
謡
曲
「
羽

衣
」
を
廻
っ
て
言
及
さ
れ
る
「
美
し
い
衰
亡
」
と
は
異
な
る
点
に
は
注
意
を
払

い
た
い
。

謡
曲
「
羽
衣
」
は
、
ワ
キ
白
竜
と
仲
間
の
漁
夫
た
ち
が
、
三
保
の
松
原
で
松

の
枝
に
か
か
っ
た
美
し
い
衣
を
見
つ
け
た
こ
と
で
始
ま
る
。
空
中
か
ら
は
美
し

い
花
び
ら
が
舞
い
落
ち
、
妙
な
る
音
楽
が
聞
こ
え
、
芳
し
い
香
り
が
漂
う
。
白
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竜
は
衣
が
天
女
の
羽
衣
で
あ
る
と
気
づ
き
、
持
ち
去
ろ
う
と
し
た
。
そ
こ
に
羽

衣
の
持
ち
主
で
あ
る
シ
テ
天
人
（
天
女
）
が
あ
ら
わ
れ
て
返
し
て
く
れ
と
懇
願

す
る
が
、
白
竜
は
聞
き
入
れ
な
い
。
天
人
の
頭
に
飾
ら
れ
た
花
は
や
が
て
し
お

れ
始
め
、
帰
れ
な
い
天
上
界
を
思
い
嘆
く
天
人
に
五
衰
が
は
じ
ま
る
。
哀
れ
と

感
じ
た
白
竜
は
、
天
人
の
舞
を
代
償
に
羽
衣
を
返
し
た
。
羽
衣
を
ま
と
い
即
座

に
五
衰
か
ら
回
復
し
た
天
人
は
、
月
の
宮
殿
や
そ
こ
に
集
う
天
人
に
つ
い
て
、

ま
た
は
地
上
の
景
観
に
つ
い
て
優
雅
に
舞
い
謡
い
な
が
ら
上
昇
し
、
つ
い
に
富

士
山
の
高
嶺
の
霞
に
紛
れ
て
見
え
な
く
な
る
。
白
竜
は
茫
然
と
そ
れ
を
見
送
る

し
か
な
い
。

天
人
が
衣
を
か
け
た
「
松
の
枝
」
と
「
松
枝
」
清
顕
と
に
は
、
明
ら
か
な
関

連
が
認
め
ら
れ
よ
う
。

だ
と
す
れ
ば
『
豊
饒
の
海
』
の
登
場
人
物
の
中
で
、
謡
曲
「
羽
衣
」
の
天
人

の
よ
う
な
「
美
し
い
衰
亡
」
を
体
現
す
る
の
は
、
松
枝
清
顕
の
幻
で
は
あ
る
ま

い
か
。
松
枝
清
顕
の
幻
は
、
本
多
繁
邦
に
転
生
を
追
わ
れ
る
こ
と
で
三
人
の
少

年
少
女
の
上
に
あ
ら
わ
れ
、
二
十
歳
ま
で
生
き
て
老
い
る
こ
と
な
く
死
に
、
ま

た
生
ま
れ
変
わ
る
。

そ
ん
な
松
枝
清
顕
の
幻
は
し
か
し
、
三
度
の
転
生
（
回
復
）
を
経
て
、
第
四

巻
「
天
人
五
衰
」
で
は
っ
き
り
と
、
五
衰
を
き
た
し
始
め
る
。

ベ
ナ
レ
ス
で
は
神
聖
が
汚
穢
だ
つ
た
。
又
汚
穢
が
神
聖
だ
つ
た
。
そ
れ

こ
そ
は
印
度
だ
つ
た
。

し
か
し
日
本
で
は
、
神
聖
、
美
、
伝
説
、
詩
、
そ
れ
ら
の
も
の
は
、
汚

れ
た
敬
虔
な
手
で
汚
さ
れ
る
の
で
は
な
か
つ
た
。
そ
れ
ら
を
思
ふ
存
分
汚

し
、
果
て
は
絞
め
殺
し
て
し
ま
ふ
人
々
は
、
全
然
敬
虔
さ
を
欠
い
た
、
し

か
し
石
鹸
で
よ
く
洗
つ
た
、
小
ぎ
れ
い
な
手
を
し
て
ゐ
た
の
で
あ
る
。

三
保
の
松
原
で
も
、
こ
の
詩
の
骸
の
中
空
に
、
天
人
は
人
々
の
想
像
上

の
要
望
に
応
じ
て
、
サ
ー
カ
ス
の
芸
人
の
や
う
に
、
何
万
何
十
万
回
と
な

く
踊
る
こ
と
を
強
ひ
ら
れ
て
ゐ
た
。
曇
つ
た
空
は
そ
の
踊
り
の
見
え
な
い

軌
跡
で
い
つ
ぱ
い
だ
つ
た
、
ま
る
で
銀
い
ろ
の
高
圧
線
の
交
錯
に
充
た
さ

れ
た
空
の
や
う
に
。
人
々
は
夢
の
中
で
も
、
五
衰
の
姿
の
天
人
に
し
か
会

は
ぬ
だ
ら
う
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
第
九
回
）

本
多
繁
邦
は
、「
し
た
た
か
に
車
の
排
気
ガ
ス
に
犯
さ
れ
、
松
は
瀕
死
」
の
三

保
の
松
原
を
思
い
、
再
び
天
人
五
衰
に
つ
い
て
考
え
る
。「
敬
虔
さ
を
欠
い
た
、

し
か
し
石
鹸
で
よ
く
洗
つ
た
、
小
ぎ
れ
い
な
手
」
の
人
々
の
「
要
望
」
に
よ
っ

て
、「
何
万
何
十
万
回
と
な
く
」
踊
り
を
繰
り
返
さ
ざ
る
を
得
な
い
天
人
が
、
そ

の
反
復
の
為
に
至
る
「
五
衰
の
姿
」
に
つ
い
て
。

本
多
が
追
い
か
け
た
清
顕
の
幻
も
ま
た
、
同
じ
理
由
で
、
五
衰
に
陥
り
か
け

て
い
る
。
迅
速
に
「
美
の
厳
格
な
一
回
性
」
を
駆
け
抜
け
た
松
枝
清
顕
に
と
っ

て
、
彼
の
転
生
を
追
い
か
け
る
本
多
は
、
天
女
の
幻
想
に
「
何
万
何
十
万
回
と

な
く
踊
る
こ
と
を
強
い
」
た
人
々
に
相
当
す
る
。

「
あ
れ
ほ
ど
の
心
惑
ひ
に
さ
ら
さ
れ
た
の
も
、
今
に
し
て
思
へ
ば
蘇
つ
た
の

は
清
顕
で
は
な
く
て
、
本
多
自
身
の
愛
惜
の
念
に
す
ぎ
な
か
つ
た
の
か
も
し
れ

な
い
」
と
い
う
第
三
巻
「
奔
馬
」
で
の
推
測
は
、
こ
こ
で
確
か
な
も
の
と
な
っ

た
。
勲
、
ジ
ン
・
ジ
ャ
ン
、
透
が
真
に
清
顕
の
生
ま
れ
変
わ
り
か
ど
う
か
は
と

も
か
く
、「
愛
惜
の
念
」
が
「
想
像
上
の
要
望
」
と
な
り
、
本
多
繁
邦
に
幻
の
転

生
者
を
見
せ
て
い
た
の
で
あ
る
。

今
や
松
枝
清
顕
の
幻
は
、
禁
忌
の
恋
に
苦
し
ん
だ
実
際
の
松
枝
清
顕
の
人
生

[05]
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を
は
る
か
に
こ
え
、
憂
国
の
若
者
に
な
り
、
タ
イ
の
王
女
に
な
り
、
養
父
本
多

を
虐
待
す
る
自
意
識
の
怪
物
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
し
か
も
、
本
多
の
求
め
る

清
顕
の
幻
は
、
転
生
の
候
補
者
が
あ
ら
わ
れ
る
た
び
に
清
顕
だ
け
が
も
ち
え
た

「
美
の
厳
格
な
一
回
性
」
の
特
殊
さ
を
再
確
認
さ
れ
、
生
ま
れ
変
わ
り
で
あ
っ

た
か
も
し
れ
な
い
人
々
か
ら
よ
り
決
定
的
に
聖
別
さ
れ
て
き
た
。

だ
か
ら
こ
そ
、
清
顕
の
幻
は
、「
美
し
い
衰
亡
」
を
足
蹴
に
す
る
よ
う
に
、
安

永
透
の
不
可
逆
な
五
衰
を
ま
ね
く
。

松
枝
清
顕
を
形
作
っ
て
い
た
阿
頼
耶
識
、
な
い
し
本
多
の
中
に
あ
る
清
顕
の

幻
は
、
本
多
に
よ
っ
て
生
ま
れ
変
わ
り
を
繰
り
返
し
望
ま
れ
、
か
つ
、
本
多
に

よ
っ
て
生
ま
れ
変
わ
り
を
繰
り
返
し
拒
絶
さ
れ
た
ま
さ
に
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て

五
衰
を
き
た
し
、
安
永
透
を
出
現
さ
せ
た
。
そ
し
て
本
多
の
妄
想
に
つ
き
合
わ

さ
れ
、
清
顕
の
劣
悪
な
コ
ピ
ー
に
さ
れ
た
事
実
を
受
け
入
れ
ら
れ
な
い
透
は
、

自
分
自
身
が
転
生
者
で
あ
る
こ
と
を
証
明
す
る
為
に
自
殺
を
図
り
、
か
え
っ
て

五
衰
の
姿
を
さ
ら
し
た
の
で
あ
る
。

四
『
豊
饒
の
海
』
と
い
う
夢
幻
能

『
豊
饒
の
海
』
と
は
、
転
生
を
信
じ
、
疑
い
、
葛
藤
し
な
が
ら
も
清
顕
を
追

い
か
け
た
本
多
が
、
彼
の
行
為
そ
の
も
の
の
た
め
に
、
求
め
人
の
「
美
し
い
衰

亡
」
に
立
ち
会
っ
て
し
ま
っ
た
妄
執
の
物
語
な
の
だ
ろ
う
。
大
切
な
も
の
の
喪

失
に
迷
っ
て
い
た
の
は
、
一
回
の
生
を
生
き
き
っ
た
松
枝
清
顕
で
は
な
く
、
本

多
繁
邦
と
本
多
の
中
の
清
顕
の
幻
で
あ
る
。

ド
ナ
ル
ド・キ
ー
ー
ン
宛
書
簡
（
十
月
三
日
）
で
三
島
由
紀
夫
は
、「
殊
に
第
四

巻
の
幸
魂
は
、
甚
だ
ア
イ
ロ
ニ
カ
ル
な
幸
魂
で
、
悪
（
自
意
識
の
悪
）
が
主
題

で
す
が
、
最
後
の
最
後
の
本
多
の
心
境
は
、
あ
る
ひ
は
幸
魂
に
近
づ
い
て
ゐ
る

か
も
し
れ
ま
せ
ん
」
と
い
う
。
神
道
で
増
加
繁
栄
を
示
す
「
幸
魂
」
が
、「
天
人

五
衰
」
で
表
現
さ
れ
た
と
す
れ
ば
、
聡
子
の
結
語
は
、
妄
執
を
切
断
し
本
多
繁

邦
を
解
き
放
っ
た
こ
と
に
な
る
。

高
橋
透
「『
豊
饒
の
海
』
の
構
造
─
─
〈
ワ
キ
僧
〉
に
よ
る
〈
回
向
〉」

�
�
�

は
、

論
文
の
タ
イ
ト
ル
が
明
か
す
よ
う
に
『
豊
饒
の
海
』
の
構
造
を
問
題
と
す
る
。

長
編
小
説
全
体
が
ワ
キ
僧
が
シ
テ
を
回
向
す
る
夢
幻
能
の
構
造
で
あ
る
と
論
じ
、

「
天
人
五
衰
」
ラ
ス
ト
の
聡
子
に
関
し
て
、「〈
輪
廻
の
迷
界
〉
で
「
妄
執
の
苦
し

み
」
に
も
だ
え
る
」
シ
テ
の
本
多
を
ワ
キ
で
あ
る
聡
子
が
救
済
し
た
と
説
明
し

た
。『
豊
饒
の
海
』
四
巻
の
構
造
は
、
前
場
＝
「
春
の
雪
」・「
奔
馬
」、
間
狂

言
＝
輪
廻
転
生
説
（「
暁
の
寺
」
第
一
部
）、
後
場
＝
「
暁
の
寺
」（
二
部
以
降
）・

「
天
人
五
衰
」
に
あ
た
り
、
こ
れ
が
夢
幻
能
の
形
式
で
あ
る
と
い
う
同
論
文
は
、

仏
教
思
想
を
援
用
し
つ
つ
、「
天
人
五
衰
」
の
最
後
を
「
本
多
が
見
た
と
信
じ
て

い
た
も
の
は
、
勝
義
諦
に
お
け
る
阿
頼
耶
識
の
よ
う
に
、
ま
た
夢
幻
能
に
描
か

れ
る
人
生
そ
の
も
の
の
よ
う
に
、『
ゆ
め
ま
ぼ
ろ
し
』
の
如
く
に
消
え
て
い
か
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
す
る
。

夢
幻
能
の
基
本
形
は
、
前
場
、
狂
言
方
が
つ
と
め
る
間
狂
言
、
後
場
で
あ
る
。

前
場
で
は
、
旅
の
僧
の
前
に
い
わ
く
あ
り
げ
な
シ
テ
が
あ
ら
わ
れ
て
、
土
地
に

伝
わ
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
示
す
。
相
狂
言
で
は
、
前
場
で
シ
テ
が
語
っ
た
エ
ピ
ソ

ー
ド
や
状
況
が
、
分
か
り
や
す
く
繰
り
返
さ
れ
る
。
後
場
で
、
問
題
に
な
っ
て

い
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
の
主
人
公
が
実
は
シ
テ
で
あ
る
と
明
か
さ
れ
、
妄
執
を
断
ち

切
れ
ず
に
現
世
に
迷
う
シ
テ
は
在
り
し
日
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
す
な
わ
ち
栄
華
や
恋

や
戦
闘
を
、
生
前
の
姿
に
戻
っ
て
再
現
す
る
。
最
後
に
、
旅
の
僧
が
回
向
し
シ

テ
が
成
仏
す
る
こ
と
で
終
わ
る
が
、
謡
曲
「
松
風
」
の
よ
う
に
ワ
キ
に
よ
る
救
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済
の
結
語
が
な
い
曲
も
存
在
す
る
。

前
シ
テ
と
後
シ
テ
の
関
係
性
と
行
動
に
お
い
て
、
高
橋
透
の
場
の
分
け
方
に

は
再
考
を
要
す
る
が
、『
豊
饒
の
海
』
の
シ
テ
が
松
枝
清
顕
を
思
う
本
多
繁
邦
で

あ
り
、
回
向
す
る
ワ
キ
僧
が
綾
倉
聡
子
で
あ
る
と
い
う
指
摘
は
重
要
だ
ろ
う
。

過
去
に
起
き
た
出
来
事
を
里
の
女
な
ど
の
扮
装
の
シ
テ
が
聞
き
語
り
風
に
提

示
す
る
前
場
が
、
清
顕
の
傍
観
者
と
し
て
本
多
が
語
り
手
に
寄
り
添
う
第
一
巻

「
春
の
雪
」。
亡
き
清
顕
の
幻
を
追
い
か
け
て
残
り
の
半
世
紀
を
転
生
者
に
関
わ

ろ
う
と
し
て
生
き
、
見
事
に
三
回
と
も
失
敗
す
る
二
巻
以
降
を
、
清
顕
へ
の
追

慕
を
繰
り
返
す
後
場
と
考
え
れ
ば
、
確
か
に
『
豊
饒
の
海
』
は
夢
幻
能
の
形
式

に
当
て
は
ま
る
。

本
多
繁
邦
は
「
奔
馬
」
に
お
い
て
飯
沼
勲
を
救
お
う
と
躍
起
に
な
る
。
か
つ

て
友
人
を
見
殺
し
に
し
た
と
い
う
経
験
の
あ
る
本
多
は
、
そ
の
生
ま
れ
変
わ
り

で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
少
年
の
た
め
に
、
職
を
辞
し
て
弁
護
士
の
道
を
選
び
、

法
廷
で
は
勲
を
救
っ
て
み
せ
る
。
次
に
勲
の
死
を
先
例
に
ジ
ン
・
ジ
ャ
ン
と
接

触
し
、
彼
女
が
転
生
者
で
あ
る
か
を
早
く
確
か
め
た
い
あ
ま
り
に
覗
き
屋
へ
と

身
を
落
と
し
、
彼
女
の
死
を
教
訓
に
透
の
保
護
者
と
な
る
。
す
で
に
起
こ
っ
た

出
来
事
を
再
現
し
、
再
現
す
る
こ
と
で
自
ら
も
過
去
の
思
い
を
強
く
追
体
験
し

て
し
ま
う
後
シ
テ
と
し
て
、
二
巻
以
降
の
本
多
繁
邦
に
不
足
は
な
い
。

そ
し
て
こ
の
よ
う
に
考
え
れ
ば
、
綾
倉
聡
子
の
台
詞
は
、
た
し
か
に
夢
幻
能

の
定
型
の
結
語
に
見
え
る
。

「
し
か
し
も
し
、
清
顕
君
が
は
じ
め
か
ら
ゐ
な
か
つ
た
と
す
れ
ば
」
と

本
多
は
雲
霧
の
中
を
さ
ま
よ
ふ
心
地
が
し
て
、
今
こ
こ
で
門
跡
と
会
つ
て

ゐ
る
こ
と
も
半
ば
夢
の
や
う
に
思
は
れ
て
き
て
、
あ
た
か
も
漆
の
盆
の
上

に
吐
き
か
け
た
息
の
曇
り
が
み
る
み
る
消
え
去
つ
て
ゆ
く
や
う
に
失
は
れ

て
ゆ
く
自
分
を
呼
び
さ
ま
さ
う
と
思
は
ず
叫
ん
だ
。「
そ
れ
な
ら
、
勲
も
い

な
か
つ
た
こ
と
に
な
る
。
ジ
ン
・
ジ
ャ
ン
も
ゐ
な
か
つ
た
こ
と
に
な
る
。

そ
の
上
、
ひ
よ
つ
と
し
た
ら
、
こ
の
私
で
す
ら
も
…
…
」

門
跡
の
目
は
は
じ
め
て
や
や
強
く
本
多
を
見
据
ゑ
た
。

「
そ
れ
も
心
々
で
す
さ
か
い
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
第
三
十
回
）

本
多
繁
邦
が
発
言
を
受
け
入
れ
始
め
た
箇
所
で
、「
門
跡
の
目
は
は
じ
め
て
や

や
強
く
本
多
を
見
据
え
た
」。
あ
た
か
も
、
老
い
た
聡
子
に
と
っ
て
大
切
な
の

は
、
松
枝
清
顕
の
存
在
で
は
な
く
、
自
分
の
語
っ
た
こ
と
を
本
多
が
信
じ
た
か

ど
う
か
で
あ
る
か
の
よ
う
に
、
で
あ
る
。

本
多
は
数
十
年
を
か
け
て
育
て
上
げ
て
き
た
清
顕
の
幻
を
、
本
来
の
恋
敵
聡

子
に
よ
っ
て
破
壊
さ
れ
る
こ
と
で
、
清
顕
を
彼
女
に
再
び
奪
わ
れ
た
の
か
も
し

れ
な
い
。

一
瞬
の
舞
を
残
し
て
去
っ
て
い
っ
た
天
女
を
思
う
白
竜
の
悲
恋
。
行
平
へ
の

報
わ
れ
る
こ
と
な
き
希
求
を
胸
に
、
永
遠
に
輪
廻
の
汐
汲
み
車
を
引
き
続
け
る

シ
テ
松
風
の
悲
恋
。
そ
れ
ら
を
併
せ
て
受
け
継
い
で
し
ま
っ
た
本
多
の
悲
恋
は
、

夢
幻
能
の
終
わ
り
に
ワ
キ
僧
が
発
す
る
仏
教
的
救
済
の
結
語
の
よ
う
で
い
て
、

あ
ま
り
に
残
酷
な
聡
子
の
言
葉
に
回
収
さ
れ
る
。
本
多
の
悲
恋
は
、
聡
子
が
導

く
「
記
憶
も
な
け
れ
ば
何
も
な
い
と
こ
ろ
」
の
空
虚
に
よ
っ
て
、
よ
り
は
っ
き

り
と
完
成
し
た
の
で
あ
る
。

松
枝
清
顕
の
幻
が
妄
執
ゆ
え
に
そ
れ
を
作
り
上
げ
た
本
多
か
ら
完
全
に
逃
れ

去
っ
た
と
き
、
本
来
の
清
顕
は
「
記
憶
も
な
け
れ
ば
何
も
な
い
」
場
所
で
「
美

し
い
衰
亡
」
か
ら
回
復
す
る
。
羽
衣
を
取
り
戻
し
て
五
衰
か
ら
蘇
り
、
壮
麗
な
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舞
と
と
も
に
天
に
昇
っ
た
謡
曲
「
羽
衣
」
の
天
女
と
同
様
、「
一
回
性
」
を
取
り

戻
し
た
清
顕
が
、
再
び
本
多
の
前
に
現
れ
る
こ
と
は
な
い
だ
ろ
う
。

第
四
巻
「
天
人
五
衰
」
の
ラ
ス
ト
シ
ー
ン
に
お
け
る
綾
倉
聡
子
の
忘
却
を
、

松
枝
清
顕
を
構
成
す
る
阿
頼
耶
識
の
消
滅
と
と
ら
え
る
な
ら
、
こ
の
物
語
は
、

現
世
を
輪
廻
す
る
と
い
う
苦
行
か
ら
解
き
放
た
れ
虚
空
へ
と
帰
し
た
清
顕
の
ハ

ッ
ピ
ー
エ
ン
デ
ィ
ン
グ
だ
と
い
う
こ
と
も
で
き
る
。

そ
う
考
え
れ
ば
、
三
保
の
松
原
で
久
松
慶
子
が
語
る
、
謡
曲
「
羽
衣
」
と
現

実
の
風
景
と
の
ギ
ャ
ッ
プ
は
、
本
多
の
失
恋
を
回
避
す
る
方
法
に
ま
で
と
ど
い

て
い
た
。「

別
に
む
つ
か
し
く
考
へ
る
こ
と
は
な
い
わ
」
と
慶
子
は
石
の
ベ
ン
チ

に
掛
け
て
、
煙
草
を
取
り
出
し
た
。「
こ
れ
は
こ
れ
で
結
構
だ
わ
。
私
ち
つ

と
も
絶
望
し
な
い
わ
。
い
く
ら
汚
れ
て
ゐ
た
つ
て
、
い
く
ら
死
に
か
け
て

ゐ
た
つ
て
、
こ
の
松
も
こ
の
場
所
も
、
幻
影
に
捧
げ
ら
れ
て
ゐ
る
こ
と
は

た
し
か
な
ん
で
す
も
の
。
却
つ
て
お
謡
の
文
句
み
た
い
に
、
掃
き
清
め
ら

れ
て
、
夢
の
や
う
に
大
事
に
さ
れ
て
ゐ
た
ら
、
嘘
み
た
い
ぢ
や
な
く

て
？
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
第
九
回
）

本
多
繁
邦
は
、
清
顕
へ
の
思
い
が
「
幻
影
に
捧
げ
ら
れ
て
ゐ
る
こ
と
」
を
理

解
し
、
清
顕
が
も
は
や
こ
の
世
に
な
い
こ
と
を
受
け
入
れ
れ
ば
よ
か
っ
た
だ
け

な
の
か
も
し
れ
な
い
。「
む
つ
か
し
く
考
へ
」
ず
に
清
顕
を
清
顕
自
身
と
し
て
追

慕
し
、
心
ゆ
く
ま
で
悼
む
こ
と
を
選
べ
ず
、「
美
し
い
衰
亡
」
に
三
度
つ
き
あ
っ

た
本
多
繁
邦
は
、
よ
う
や
く
、
清
顕
へ
の
恋
情
す
ら
否
定
さ
れ
る
場
所
で
清
顕

か
ら
解
放
さ
れ
た
。「
春
の
雪
」
巻
の
冒
頭
部
、
清
顕
と
と
も
に
空
を
眺
め
た
本

多
に
と
っ
て
の
「
す
ば
ら
し
い
日
」
は
、
も
う
二
度
と
帰
ら
な
い
。

そ
れ
は
き
わ
め
て
悲
劇
的
結
末
で
あ
る
と
同
時
に
、
本
多
繁
邦
の
深
い
妄
執

を
お
し
流
す
強
烈
な
カ
タ
ル
シ
ス
に
違
い
な
い
。
本
多
も
ま
た
、「
ア
イ
ロ
ニ
カ

ル
な
幸
魂
」
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

亡
き
恋
人
へ
の
思
い
を
ひ
た
す
ら
反
芻
す
る
謡
曲
「
松
風
」
と
、
一
瞬
あ
ら

わ
れ
て
即
座
に
損
な
わ
れ
る
美
し
い
恋
を
捉
え
た
謡
曲
「
羽
衣
」
を
背
後
に
お

い
た
と
き
に
だ
け
、
本
多
繁
邦
の
永
遠
な
る
悲
恋
は
明
確
に
な
り
、
か
つ
悲
恋

の
裁
断
を
一
種
の
救
い
と
と
ら
え
る
こ
と
も
可
能
に
な
る
。

『
近
代
能
楽
集
』
シ
リ
ー
ズ
は
、
謡
曲
に
盛
ら
れ
た
「
生
の
否
定
」
と
い
う

主
題
を
近
代
に
お
い
て
よ
り
い
っ
そ
う
強
調
す
る
た
め
に
こ
そ
、
謡
曲
に
お
い

て
約
束
さ
れ
た
仏
教
的
救
済
を
断
ち
切
り
、
能
楽
の
創
造
的
な
破
壊
を
敢
行
し

た
。
対
し
て
謡
曲
の
ド
ラ
マ
を
翻
案
す
る
の
で
は
な
く
、
能
楽
の
モ
チ
ー
フ
や

形
式
を
さ
ま
ざ
ま
に
「
底
流
」
さ
せ
る
こ
と
で
、「
悲
劇
」
を
際
立
た
せ
る
三
島

由
紀
夫
の
能
楽
表
象
は
、
小
説
『
豊
饒
の
海
』
に
お
い
て
、
最
後
の
輝
き
を
見

せ
た
と
い
え
よ
う
。
仏
教
的
で
あ
り
戦
後
的
で
も
あ
る
と
三
島
由
紀
夫
が
理
解

し
た
「
生
の
否
定
」
は
、「
記
憶
も
な
け
れ
ば
何
も
な
い
と
こ
ろ
」
へ
と
昇
華
し
、

否
定
の
対
象
で
あ
っ
た
生
の
場
と
時
間
の
方
が
霧
散
し
た
の
で
あ
る
。

他
方
で
、
本
多
繁
邦
が
「
松
風
」
の
舞
台
か
ら
松
枝
清
顕
の
「
美
の
厳
格
な

一
回
性
」
を
思
う
『
豊
饒
の
海
』
第
二
巻
「
奔
馬
」
は
、『
近
代
能
楽
集
』
以
降

の
三
島
由
紀
夫
の
新
た
な
能
楽
理
解
と
し
て
も
興
味
深
い
。
三
島
由
紀
夫
は

『
行
動
学
入
門
』
の
第
八
章
「
行
動
の
美
」

�
�
�

で
、
能
楽
に
言
及
し
つ
つ
こ
う
書

く
。

武
士
が
あ
ら
ゆ
る
芸
能
を
蔑
み
な
が
ら
、
能
楽
だ
け
を
認
め
た
の
は
、
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能
楽
が
一
回
の
公
演
を
原
則
と
し
て
、
そ
こ
へ
こ
め
ら
れ
る
精
力
が
、
そ

れ
だ
け
実
際
の
行
動
に
近
い
一
回
性
に
基
づ
い
て
ゐ
る
、
と
い
ふ
と
こ
ろ

に
あ
ら
う
。
二
度
と
く
り
か
へ
さ
れ
ぬ
と
こ
ろ
に
し
か
行
動
の
美
が
な
い

な
ら
ば
、
そ
れ
は
花
火
と
同
じ
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
は
か
な
い
人
生
に
、

そ
も
そ
も
花
火
以
上
に
永
遠
の
瞬
間
を
、
誰
が
持
つ
こ
と
が
で
き
よ
う
か
。

「
悲
劇
」、「
絶
望
」、「
生
の
否
定
」、「
堕
地
獄
の
苦
患
と
孤
独
の
主
題
」
で
あ

り
続
け
た
三
島
の
能
楽
観
は
、「
実
際
の
行
動
に
近
い
一
回
性
」
を
持
つ
か
ら
こ

そ
「
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
ゆ
き
つ
け
る
最
高
の
も
の
」

�
�
�

に
な
っ
て
い
た
。

戦
後
を
相
対
化
す
る
た
め
の
手
段
で
あ
っ
た
は
ず
の
能
楽
は
、
こ
こ
で
「
実

際
の
行
動
に
近
い
一
回
性
」
と
し
て
、
行
動
の
真
の
指
針
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
れ
は
、「
悲
劇
」
と
し
て
の
能
楽
が
、
三
島
由
紀
夫
の
「
本
質
と
融
合
し
」

�
�
�
�

た

結
果
、
三
島
自
身
の
「
悲
劇
」
の
表
象
と
な
っ
た
瞬
間
で
あ
っ
た
。

三
島
由
紀
夫
は
現
実
の
戦
後
に
あ
っ
て
、
絶
対
に
実
現
不
可
能
だ
か
ら
こ
そ

強
く
も
う
一
つ
の
戦
後
を
夢
想
し
、
不
可
能
へ
と
届
か
ぬ
手
を
の
ば
し
、
一
九

七
〇
年
十
一
月
二
十
五
日
、
つ
い
に
行
動
へ
と
突
っ
走
る
。

バ
ル
コ
ニ
ー
と
い
う
舞
台
に
立
ち
、
聴
衆
か
ら
罵
声
と
嘲
笑
で
迎
え
ら
れ
た

と
き
、
三
島
由
紀
夫
の
「
は
か
な
い
人
生
」
の
「
花
火
」
は
あ
が
っ
た
。

と
り
か
え
し
の
つ
か
な
い
、
二
度
と
く
り
か
え
し
得
な
い
、
一
回
き
り
の
行

動
に
よ
っ
て
、
三
島
由
紀
夫
も
瞬
間
と
永
遠
が
合
一
し
形
而
下
の
生
が
否
定
さ

れ
る
「
記
憶
も
な
け
れ
ば
何
も
な
い
と
こ
ろ
」
へ
と
、
た
ど
り
つ
け
た
の
だ
ろ

う
か
。

三
島
由
紀
夫
が
「
永
遠
の
瞬
間
」
に
接
し
て
い
た
か
否
か
は
、
分
か
ら
な
い
。

し
か
し
、
そ
こ
に
至
る
行
動
に
「
能
楽
」
が
見
え
隠
れ
し
て
い
た
こ
と
だ
け

は
、
確
か
な
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

「
三
島
由
紀
夫
『
豊
饒
の
海
』
に
お
け
る
能
楽
表
象
（
一
）
─
─
『
美
の
厳

格
な
一
回
性
』
へ
の
偏
愛
」
と
「
三
島
由
紀
夫
『
豊
饒
の
海
』
に
お
け
る
能
楽

表
象
（
二
）
─
─
『
美
し
い
衰
亡
』
へ
」
は
、
能
楽
と
の
関
わ
り
に
お
い
て

『
豊
饒
の
海
』
を
と
ら
え
、
禁
忌
の
恋
に
身
を
焼
き
「
厳
格
な
一
回
性
」
を
生

き
た
松
枝
清
顕
に
対
し
、
そ
の
「
一
回
性
」
を
犯
し
て
ま
で
も
清
顕
の
幻
影
を

追
い
求
め
た
本
多
繁
邦
の
互
い
に
離
れ
続
け
る
生
の
あ
り
よ
う
を
見
て
き
た
。

次
号
で
は
、「
春
の
雪
」
巻
冒
頭
部
で
月
修
寺
の
門
跡
が
松
枝
邸
を
訪
れ
、
聡

子
が
清
顕
に
恋
の
謎
を
か
け
た
「
す
ば
ら
し
い
日
」
に
、
深
閑
と
し
た
「
庭
」

の
滝
口
に
懸
か
っ
た
「
真
黒
な
犬
の
屍
」、
そ
し
て
「
真
黒
な
犬
の
屍
」
に
導

か
れ
て
語
ら
れ
る
輪
廻
の
モ
チ
ー
フ
と
唯
識
の
思
想
─
─
「
心
々
で
す
さ
か

い
」
と
解
釈
さ
れ
る
脆
弱
に
し
て
豊
饒
な
世
界
の
物
語
に
つ
い
て
検
討
し
て
み

た
い
。

＊
本
稿
は
、
二
〇
一
二
年
六
月
に
取
得
し
た
学
位
（
博
士
学
術
　
早
稲
田
大
学
）

論
文
、『「
能
楽
と
三
島
由
紀
夫
」
研
究
』
の
一
部
で
あ
る
。
同
学
位
論
文
の
う
ち

『
近
代
能
楽
集
』
を
扱
っ
た
部
分
の
み
、『
三
島
由
紀
夫
と
能
楽
─
─
「
近
代
能
楽
集
」、

ま
た
は
堕
地
獄
者
の
パ
ラ
ダ
イ
ス
』（
勉
誠
出
版
、
二
〇
一
二
年
十
一
月
）
と
し
て
刊

行
さ
れ
た
。

[09]
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[10]三島由紀夫『豊饒の海』における能楽表象（二）―「美しい衰亡」へ

─
─
注

（
１
）「
春
の
雪
」
が
一
九
六
五
年
九
月
か
ら
一
九
六
七
年
一
月
に
、「
奔
馬
」
が
一
九
六
七
年

二
月
か
ら
翌
年
八
月
に
、「
暁
の
寺
」
が
一
九
六
八
年
九
月
か
ら
一
九
七
〇
年
四
月
に
、

第
四
巻「
天
人
五
衰
」が
一
九
七
〇
年
七
月
か
ら
一
九
七
一
年
一
月
に
か
け
て『
新
潮
』

誌
上
に
連
載
さ
れ
た
。
な
お
本
稿
に
お
い
て
、
三
島
由
紀
夫
の
文
章
は
す
べ
て
詳
細
な

校
訂
に
基
づ
き
編
ま
れ
た
『
決
定
版
　
三
島
由
紀
夫
全
集
』
か
ら
引
用
す
る
。

（
２
）『
和
光
大
学
表
現
学
部
紀
要
　
16
』
二
〇
一
六
年
三
月

（
３
）「
日
本
の
古
典
と
私
」。
初
出
は
『
山
形
新
聞
』、
一
九
六
八
年
一
月
一
日
。
引
用
は
、『
決

定
版
三
島
由
紀
夫
全
集
　
34
』、
新
潮
社
、
二
〇
〇
三
年
九
月
、
6
2
1
ペ
ー
ジ
。

（
４
）「
行
動
学
入
門
」。
初
出
は
『
Pocketパ
ン
チ
Oh!』、
一
九
六
九
年
九
月
～
七
〇
年
八
月
。

（
５
）
三
島
由
紀
夫
に
お
け
る
能
楽
受
容
の
全
体
像
に
つ
い
て
は
、
拙
著
『
三
島
由
紀
夫
と
能

楽
─
─
「
近
代
能
楽
集
」、
ま
た
は
堕
地
獄
者
の
パ
ラ
ダ
イ
ス
』（
勉
誠
出
版
、
二
〇
一

二
年
十
一
月
、
4
4
～
6
7
ペ
ー
ジ
）
で
す
で
に
述
べ
た
。

（
６
）
前
者
は
『
国
文
白
百
合
』（
二
〇
〇
〇
年
三
月
）、
後
者
は
『
国
文
白
百
合
』（
二
〇
〇
二

年
三
月
）。

（
７
）『
三
島
由
紀
夫
論
集
１
　
三
島
由
紀
夫
の
時
代
』
二
〇
〇
一
年
三
月

（
８
）「
行
動
学
入
門
」。
注
４
に
同
じ
。

（
９
）『
朝
日
ジ
ャ
ー
ナ
ル
』。
初
出
は
一
九
六
九
年
三
月
三
十
日
。

（
10
）「
日
本
の
古
典
と
私
」。
注
３
に
同
じ
。


