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現
代
日
本
文
学
全
集
巻
十
一
の
﹃
正
岡
子
規
集
﹄
に
︑﹁
曼
珠

沙
華
﹂︵
明
治
三
十
年
︶﹁
花
枕
﹂︵
同
上
︶﹁
月
の
都
﹂︵
二
十
五
年
︶

と
︑
三
篇
の
小
説
が
収
め
ら
れ
て
い
る
︒
僅
か
な
も
の
で
あ
る
け

れ
ど
も
︑
そ
れ
だ
け
で
も
子
規
の
世
界
を
一
通
り
探
索
さ
せ
る
手

が
か
り
に
は
な
り
得
る
だ
ろ
う
と
思
う
︒
そ
れ
を
試
み
る
︒

そ
れ
に
は
ま
ず
﹁
花
枕
﹂
か
ら
読
ん
で
行
く
の
が
便
宜
ら
し
い
︒

恐
ら
く
子
規
の
小
説
中
で
最
も
著
名
な
も
の
で
は
な
い
か
と
思

わ
れ
る
此
作
は
︑
子
規
の
持
っ
て
い
た
自
然
へ
の
深
く
歎
称
的
な
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関
心
と
︑
そ
れ
を
凌
ぐ
近
代
人
的
な
現
実
性
の
強
さ
と
を
︑
相
当

端
的
に
打
出
し
た
も
の
に
な
っ
て
い
る
︒﹁
白
き
羽
﹂
を
持
っ
た

﹁
光
﹂
と
︑﹁
黄
な
る
羽
﹂
を
持
っ
た
﹁
匂
﹂
と
︑
そ
の
二
人
の

﹁
美
し
き
神
の
子
﹂
が
作
っ
た
自
然
の
玉
座

︱
あ
ら
ゆ
る
美
し

い
花
を
集
め
て
作
っ
た
神
の
﹁
い
で
ま
し
処
﹂
は
︑
現
実
苦
に
苛

ま
れ
る
若
い
少
女
を
救
い
上
ぐ
べ
き
︑
趣
致
と
光
明
と
の
世
界
で

あ
っ
た
︒﹁
光
﹂
と
﹁
匂
﹂
の
遍
漫
す
る
美
し
い
自
然
は
︑
つ
ま

り
子
規
に
と
っ
て
︑
苦
娑
婆
に
喘
ぐ
人
間
に
対
す
る
光
明
と
趣
致

と
の
救
い
の
場
所
で
あ
っ
た
の
だ
︒
そ
う
い
う
自
然
観
は
子
規
と

し
て
無
論
当
然
の
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
︒
が
︑﹁
花
枕
﹂
の
少
女
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は
︑
そ
う
い
う
場
所
か
ら
の
救
い
の
手
を
︑
一
応
は
感
謝
に
満
ち

て
掴
み
な
が
ら
︑
現
実
の
世
界
に
残
し
た
妹
の
上
を
案
じ
て
︑
結

局
に
そ
の
救
い
の
手
を
離
れ
︑﹁
総
身
泥
の
如
く
﹂
な
る
迄
現
実

苦
に
塗
れ
て
行
く
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
︒
其
処
に
子
規
の
傷
心

が
あ
っ
た
の
か
も
知
れ
な
い
︒
だ
か
ら
現
実
苦
に
齷
齪
す
る
の
を

や
め
て
︑
悠
々
自
然
の
懐
に
遊
べ
と
云
お
う
と
す
る
子
規
で
あ
っ

た
の
か
も
知
れ
な
い
︒
が
︑
そ
れ
は
今
此
処
に
は
さ
ま
で
重
視
を

必
要
と
す
る
こ
と
で
は
な
い
︒
た
だ
此
の
﹁
花
枕
﹂
に
書
か
れ
た

限
り
で
は
︑﹁
匂
﹂
と
﹁
光
﹂
の
自
然
に
救
い
の
あ
る
こ
と
は
解

っ
て
い
な
が
ら
︑
然
も
そ
う
し
た
救
い
の
世
界
に
容
易
に
躍
り
込
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め
ぬ
程
︑強
い
現
実
的
繋
縛
を
持
っ
て
い
る
の
が
人
間
だ
と
い
う
︑

そ
う
い
う
観
察
な
り
実
感
な
り
が
子
規
の
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う

こ
と
が
︑
判
然
と
掴
み
取
ら
れ
る
の
で
あ
り
︑
そ
う
し
た
現
実
生

活
へ
の
執
着
強
さ
を
示
し
て
い
た
と
こ
ろ
に
︑
近
代
人
的
な
子
規

の
風
貌
が
鮮
か
に
想
い
浮
べ
ら
れ
る
の
で
あ
る
︒
そ
れ
に
ま
ず
注

意
が
必
要
な
の
だ
と
思
う
︒

現
代
は
云
う
迄
も
な
く
人
間
の
時
代
で
あ
る
︒
神
と
か
仏
と
か

い
う
人
間
の
上
に
位
置
し
て
人
間
を
支
配
す
る
も
の
が
否
定
さ
れ

て
︑
人
間
絶
対
の
観
念
が
多
か
れ
少
か
れ
人
々
に
懐
か
れ
て
い
る

時
代
で
あ
る
︒
神
の
世
界
や
天
上
の
世
界
は
当
然
見
失
わ
れ
て
︑
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人
間
は
人
間
の
住
む
現
実
世
界
の
み
を
唯
一
絶
対
の
も
の
と
思
惟

す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
︒
そ
う
い
う
時
代
の
人
間
が
︑
何
処
に

救
い
が
あ
れ
ば
と
て
︑
何
う
し
て
現
実
世
界
を
そ
う
む
ざ
む
ざ
と

放
棄
す
る
こ
と
が
出
来
よ
う
︒
殊
に
子
規
は
︑
そ
の
仕
事
や
生
活

振
り
か
ら
云
っ
て
も
︑
随
分
執
着
の
強
い
方
だ
っ
た
︒
虚
子
の
描

い
た
﹁
柿
二
つ
﹂
の
如
き
︑
そ
う
い
う
彼
の
執
着
強
さ
を
伝
え
て

恐
ら
く
余
蘊
な
き
も
の
で
あ
ろ
う
︒
自
ら
容
易
に
起
つ
こ
と
も
出

よ

う
ん

来
ぬ
病
躯
を
抱
え
て
︑
沖
津
問
題
で
周
囲
の
人
々
を
困
ら
せ
︑
何

と
か
い
う
絵
巻
物
か
何
か
の
問
題
で
人
々
を
手
古
摺
ら
せ
た
と
い

う
ほ
ど
︑
激
し
い
執
着
と
あ
れ
程
の
仕
事
慾
と
に
生
き
通
し
た
彼
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は
︑
飽
く
迄
も
現
実
的
な
︑
強
烈
な
人
間
的
意
欲
に
生
き
た
︑
そ

の
意
味
で
徹
底
的
な
近
代
人
で
あ
っ
た
の
で
あ
り
︑
ま
た
そ
れ
だ

か
ら
こ
そ
︑
伝
統
的
な
権
威
も
通
説
的
な
評
価
も
す
べ
て
無
視
し

て
︑
只
管
彼
自
身
の
判
断
に
の
み
頼
っ
た
︑
新
し
い
芭
蕉
評
価
を

ひ
た
す
ら

提
示
し
︑
彼
流
の
短
歌
革
新
を
成
就
す
る
こ
と
な
ど
も
出
来
た
の

で
あ
っ
た
︒
救
い
の
境
地
を
眼
前
に
見
な
が
ら
︑
其
処
に
の
め
り

込
め
な
い
現
実
生
活
へ
の
執
着
を
正
面
に
押
出
し
た
﹁
花
枕
﹂
は
︑

そ
う
い
う
彼
の
為
人
を
最
も
端
的
に
示
し
て
い
る
も
の
で
あ
り
︑

ひ
と
と
な
り

そ
れ
だ
け
彼
の
近
代
人
的
な
苦
悩
を
朧
ろ
気
な
ら
ず
語
っ
て
い
る

も
の
と
し
て
︑
注
意
さ
れ
て
い
い
の
で
は
な
い
か
と
思
う
︒
そ
れ
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は
恐
ら
く
彼
の
句
や
歌
で
は
容
易
に
触
れ
ら
れ
な
い
彼
の
内
面
の

消
息
に
︑端
的
に
触
れ
さ
せ
る
よ
す
が
と
も
な
る
も
の
で
あ
ろ
う
︒

面
白
い
こ
と
に
︑
彼
の
他
の
二
つ
の
作
品
は
︑
何
れ
も
悲
痛
な

恋
愛
の
記
録
で
あ
る
け
れ
ど
も
︑
そ
の
何
れ
も
が
︑
女
の
死
乃
至

行
衛
不
明
の
後
に
︑
非
常
な
感
動
と
打
撃
と
苦
悩
と
を
身
に
受
け

た
男
が
︑
死
に
も
せ
ず
苦
悩
に
塗
れ
た
生
活
を
続
け
る
と
い
う
︑

そ
う
い
う
運
び
を
持
っ
て
い
る
︒﹁
花
枕
﹂
の
ヒ
ロ
イ
ン
が
︑﹁
匂
﹂

と
﹁
光
﹂
の
救
い
の
世
界
に
飛
躍
し
き
ら
な
か
っ
た
の
と
︑
方
向

は
無
論
異
う
け
れ
ど
も
︑
兎
に
角
現
実
世
界
を
飛
躍
し
き
れ
ず
︑

そ
の
た
め
泥
に
塗
れ
現
実
苦
に
喘
い
で
い
る
と
い
う
結
末
は
︑
つ
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ま
り
三
者
す
べ
て
同
断
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
り
︑
其
処

に
子
規
の
作
品
の
型
が
見
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
︒
尤
も
︑
そ
れ
は

子
規
に
の
み
特
徴
的
な
型
な
の
で
は
な
く
︑﹁
柿
二
つ
﹂
に
子
規

の
余
り
に
激
し
い
執
着
を
寧
ろ
醜
い
も
の
と
し
て
嗤
お
う
と
す
る

か
に
見
え
る
態
度
を
示
し
た
虚
子
さ
え
︑
そ
の
代
表
作
﹁
風
流
懴

法
﹂
に
は
︑﹁
続
風
流
懺
法
﹂
の
後
に
更
に
﹁
風
流
懴
法
後
日
譚
﹂

を
書
添
え
て
︑
一
旦
の
感
激
に
は
死
な
ぬ
人
間
の
執
着
強
さ
を
味

い
深
げ
に
眺
め
る
と
い
う
︑
完
全
な
る
類
型
を
示
し
て
い
る
の
で

あ
る
︒
そ
れ
は
寧
ろ
元
禄
の
昔
︑﹁
好
色
一
代
男
﹂
の
西
鶴
が
︑

死
ん
だ
女
の
一
瞥
故
に
﹁
二
十
九
迄
の
一
期
何
思
ひ
殘
さ
じ
﹂
と
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迄
思
い
詰
め
な
が
ら
︑﹁
分
別
所
な
り
﹂
と
思
案
し
か
え
た
世
之

介
を
描
い
た
以
来
の
︑
一
つ
の
型
と
さ
え
な
っ
て
い
る
も
の
だ
っ

た
︒
人
間
が
人
間
の
住
む
現
実
の
世
界
以
外
に
生
き
る
べ
き
世
界

を
持
た
ぬ
こ
と
を
判
然
と
感
じ
た
時
代
の
︑
所
謂
逞
し
い
現
実
精

神
が
︑そ
れ
は
当
然
作
り
出
す
べ
き
作
品
の
型
な
の
だ
か
ら
︑そ
う

い
う
現
象
が
近
世
現
実
主
義
横
溢
の
時
代
以
来
永
く
広
く
見
出
さ

れ
る
の
も
素
よ
り
当
然
の
事
だ
ろ
う
︒
子
規
は
兎
に
角
そ
う
い
う

文
学
の
型
を
追
う
逞
し
い
現
実
主
義
者
の
一
人
で
あ
っ
た
の
だ
︒

然
も
︑
そ
う
い
う
逞
し
い
現
実
主
義
者
が
︑
現
実
に
於
て
観
た

も
の
は
果
し
て
何
で
あ
っ
た
の
か
︒
そ
れ
が
﹁
匂
﹂
と
﹁
光
﹂
の
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自
然
に
よ
る
救
い
を
望
ま
れ
る
程
泥
塗
れ
の
陰
惨
な
も
の
で
あ
る

こ
と
は
︑﹁
花
枕
﹂
に
も
一
応
書
か
れ
て
い
た
と
こ
ろ
で
あ
る
け

れ
ど
も
︑
さ
て
そ
れ
を
も
少
し
具
体
的
に
描
い
た
も
の
は
？

︱

作
品
﹁
曼
珠
沙
華
﹂
が
恐
ら
く
或
る
程
度
そ
の
疑
問
を
満
た
す
も

の
で
あ
ろ
う
と
思
う
︒
此
作
は
︑
所
謂
身
分
違
い
の
恋
を
扱
っ
た

も
の
で
あ
る
︒
が
︑
そ
う
い
う
大
ま
か
な
観
方
を
す
る
以
上
に
︑

も
少
し
細
か
な
説
明
を
必
要
と
す
る
部
分
も
若
干
含
ま
れ
て
い
る

よ
う
だ
︒
例
え
ば
︑

﹁
三
百
年
來
の
野
村
治
右
衛
門
は
︑
昔
か
ら
此
名
︑
昔
か
ら

此
家
︑
昔
か
ら
此
財
産
︒
藏
の
璧
に
附
け
て
あ
る
桔
梗
の
紋

し
ん
だ
い
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は
︑
此
處
の
名
物
と
言
は
れ
て
變
ら
ぬ
者
の
譬
に
引
か
れ
る

位
で
あ
つ
た
︒﹂

と
云
い
︑

﹁
野
村
の
内
に
は
︑
大
阪
も
あ
る
さ
う
な
︒
東
京
も
あ
る
さ

う
な
︒
極
樂
が
こ
し
ら
へ
て
あ
つ
て
天
人
も
舞
ふ
て
居
る
さ

う
な
︑
此
中
に
は
凡
そ
人
間
が
欲
し
い
と
思
ふ
程
の
者
皆
出

來
て
居
る
さ
う
な
︑
と
誠
ら
し
く
言
ふ
者
も
あ
る
位
の
繁
昌

で
あ
つ
た
︒﹂

と
い
う
程
︑
強
勢
を
誇
る
旧
家
に
︑
成
人
し
て
も
な
お
乳
母
附
き

の
坊
様
生
活
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
い
る
主
人
公
が
︑
何
が
な
し
不
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満
と
鬱
悒
と
を
感
じ
さ
せ
ら
れ
て
自
由
の
天
地
を
恋
し
が
る
の

は
︑
軈
て
後
年
の
菊
池
寛
が
そ
の
出
世
作
﹁
忠
直
卿
行
状
記
﹂
に

鮮
か
に
剔
出
し
て
見
せ
た
︑
人
間
的
真
実
に
生
き
得
ぬ
も
の
の
悩

み
と
焦
慮
と
の
︑
早
期
的
な
指
摘
で
あ
っ
た
ろ
う
︒
主
人
公
玉
枝

は
︑
そ
う
い
う
近
代
人
的
な
苦
悩
に
喘
ぐ
程
の
︑
解
放
さ
れ
た
自

我
を
生
き
た
が
る
人
間
で
あ
っ
た
か
ら
︑
乳
母
が
気
に
病
む
程
の

﹁
子
供
ら
し
い
﹂
略
装
で
家
を
飛
び
出
し
て
︑
そ
う
し
て
乞
食
に

近
い
花
売
娘
を
︑
素
朴
に
溌
剌
と
し
て
い
る
が
故
に
︑
自
ら
選
ん

で
恋
人
と
す
る
の
で
あ
る
︒
近
代
浪
漫
主
義
文
芸
の
そ
れ
は
一
つ

の
典
型
的
な
型
と
も
云
え
る
よ
う
な
作
品
の
運
び
で
あ
ろ
う
︒
そ
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れ
が
す
べ
て
明
確
に
意
識
的
な
近
代
的
人
間
主
義
や
主
我
主
義
の

追
及
と
は
無
論
な
っ
て
い
な
か
っ
た
け
れ
ど
も
︑
兎
に
角
子
規
は

此
処
で
も
︑
或
る
意
味
で
は
思
い
が
け
ぬ
程
の
近
代
人
的
な
心
の

消
息
の
一
端
を
覗
か
せ
て
い
る
の
で
あ
っ
た
︒

が
︑﹁
曼
珠
沙
華
﹂
に
描
か
れ
た
そ
う
し
た
近
代
人
的
な
心
は
︑

素
よ
り
そ
の
健
常
な
発
展
を
遂
げ
得
は
し
な
か
っ
た
︒
玉
枝
の
恋

は
︑
そ
れ
が
身
分
違
い
の
も
の
で
あ
る
が
故
に
︑
結
局
表
向
き
の

も
の
と
は
な
り
得
ず
︑
彼
は
そ
う
し
た
恋
人
を
持
ち
な
が
ら
︑
周

囲
の
者
の
斡
旋
に
圧
さ
れ
て
︑
恋
と
は
別
の
︑
表
向
き
の
結
婚
を

す
る
の
で
あ
る
︒
自
我
の
弱
さ
︑
独
立
人
間
と
し
て
の
自
覚
の
弱
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さ
が
︑
無
論
其
処
に
認
め
ら
れ
る
の
だ
が
︑
然
も
︑
一
方
に
は
旧

家
的
な
制
約
を
嫌
っ
て
自
由
に
そ
の
対
象
を
選
も
う
と
す
る
程
の

解
放
さ
れ
た
心
が
︑
そ
う
し
た
自
我
の
真
実
へ
の
裏
切
り
に
恬
然

と
し
て
い
ら
れ
る
筈
も
な
か
っ
た
︒
結
婚
当
夜
に
妻
を
殺
そ
う
か

と
思
う
程
の
苦
悶
が
其
処
に
生
れ
た
結
果
︑
彼
は
ま
た
家
を
飛
び

出
し
て
花
売
娘
を
求
め
︑
一
旦
は
得
た
彼
女
を
再
び
行
衛
知
れ
ず

失
っ
て
︑
熱
に
犯
さ
れ
た
狂
気
的
な
病
人
と
し
て
家
に
帰
っ
て
来

る
の
で
あ
る
︒

我
国
の
浪
漫
主
義
は
︑
随
所
に
そ
の
文
学
的
表
現
を
持
ち
な
が

ら
︑
終
に
統
一
さ
れ
た
浪
漫
主
義
の
運
動
と
い
う
も
の
を
持
ち
得
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な
か
っ
た
程
︑
思
想
的
に
確
立
さ
れ
た
中
心
点
の
な
い
︑
非
凝
集

的
な
も
の
で
あ
っ
た
ば
か
り
で
な
く
︑
そ
の
随
所
に
現
れ
た
浪
漫

主
義
断
片
さ
え
︑
総
括
的
に
は
︑
否
定
的
浪
漫
主
義
と
か
︑
悲
観

的
浪
漫
主
義
と
か
︑
其
他
等
等
の
類
語
を
以
て
呼
ば
れ
な
け
れ
ば

な
ら
な
か
っ
た
程
︑
朗
か
な
健
常
性
を
欠
い
て
い
た
の
だ
っ
た
︒

そ
れ
だ
け
解
放
さ
れ
た
自
我
が
ひ
弱
く
︑
随
っ
て
人
間
的
自
発
が

低
度
で
あ
っ
た
の
だ
が
︑
子
規
は
素
よ
り
そ
う
し
た
現
象
を
思
想

的
観
念
的
に
把
握
し
て
い
よ
う
筈
も
な
か
っ
た
︒
た
だ
現
象
と
し

て
そ
う
し
た
自
我
の
弱
さ
や
独
立
人
間
と
し
て
の
自
覚
の
弱
さ
が

齎
ら
す
不
如
意
な
結
果
の
様
々
を
観
て
い
た
の
だ
︒
そ
う
し
て
そ
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れ
が
観
念
的
に
明
確
に
裁
断
出
来
ぬ
ま
ま
に
︑
所
詮
は
割
切
れ
ぬ

人
生
で
あ
り
︑
矛
盾
と
苦
悩
に
の
み
充
ち
た
泥
濘
の
人
生
だ
と
考

え
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
っ
た
︒

﹁
曼
珠
沙
華
﹂
は
︑
そ
う
い
う
彼
の
観
た
割
切
れ
ぬ
苦
悩
の
人
生

を
︑
彼
と
し
て
力
一
杯
書
い
て
見
せ
た
も
の
で
あ
っ
た
の
だ
と
思

う
︒
旧
家
と
し
て
の
制
約
と
か
体
面
と
か
︑
自
我
の
真
実
を
被
う

て
の
結
婚
を
拒
否
し
得
な
か
っ
た
が
故
の
苦
悩
と
か
︑
そ
れ
は
今

日
と
す
れ
ば
既
に
稍
々
時
代
な
世
界
と
も
思
わ
れ
る
け
れ
ど
も
︑

例
え
ば
﹁
忠
直
卿
行
状
記
﹂
に
そ
れ
が
観
ら
れ
た
よ
う
に
︑
等
類

の
苦
悩
や
問
題
は
︑
今
日
の
文
学
に
も
な
お
相
当
繰
返
さ
れ
て
い
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る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
︒
玉
枝
の
選
ん
だ
対
手
の
花
売
娘
が
︑
素

朴
な
野
性
味
と
溌
剌
た
る
強
さ
と
本
能
的
な
一
途
さ
を
持
っ
て
い

た
如
き
︑
天
外
風
葉
等
同
時
代
乃
至
稍
々
遅
れ
た
時
代
の
人
々
の

作
品
に
相
当
多
く
の
類
型
を
見
出
し
得
た
の
で
あ
っ
た
が
︑
そ
う

し
た
型
へ
の
関
心
も
︑
少
く
と
も
自
然
主
義
以
後
の
文
学
に
︑
多

少
は
尾
を
ひ
い
て
い
ぬ
こ
と
も
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思

う
︒
そ
う
思
う
と
︑
今
日
か
ら
観
れ
ば
無
論
朧
ろ
気
な
も
の
で
は

あ
っ
た
け
れ
ど
も
︑
子
規
は
矢
張
り
近
代
的
な
苦
悩
に
︑
若
干
先

行
す
る
貌
を
示
し
た
人
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
訳
だ
ろ

う
︒
兎
に
角
﹁
曼
珠
沙
華
﹂
に
そ
う
し
た
苦
悩
を
描
い
た
子
規
で
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あ
っ
た
だ
け
に
︑﹁
花
枕
﹂
に
於
て
も
︑
矢
張
り
人
生
を
泥
塗
れ

の
陰
惨
な
も
の
と
規
定
せ
ず
に
は
居
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
︒

そ
う
い
う
人
生
に
執
着
強
く
繋
が
れ
て
︑
そ
れ
を
超
脱
出
来
ぬ
の

が
人
間
の
宿
命
だ
と
観
じ
た
時
︑
子
規
の
世
界
は
随
分
暗
い
も
の

で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
筈
だ
と
思
う
︒
そ
の
不
治
の
疾
患
を

別
に
し
て
も
︒

け
れ
ど
も
︑
そ
の
割
に
子
規
の
世
界
が
暗
く
な
か
っ
た
の
は
︑

矢
張
り
︑﹁
花
枕
﹂
に
書
か
れ
て
い
た
よ
う
な
︑﹁
匂
﹂
と
﹁
光
﹂

の
自
然
に
よ
る
救
い
が
夙
く
か
ら
考
え
ら
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
ろ

う
か
︒
そ
れ
と
も
︑
自
我
主
義
や
人
間
的
真
実
尊
重
主
義
が
ま
だ
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成
長
期
に
あ
っ
た
明
る
さ
が
︑
そ
の
不
如
意
を
観
て
も
︑
必
し
も

昏
迷
的
な
絶
望
に
連
ら
ず
︑
自
然
美
へ
の
沈
湎
に
よ
る
救
い
な
ど

を
︑
明
る
く
考
え
さ
せ
る
余
裕
を
残
し
て
い
た
と
解
釈
し
た
方
が

い
い
で
あ
ろ
う
か
︒
残
さ
れ
た
も
一
つ
の
作
品
で
あ
る
﹁
月
の
都
﹂

は
︑
そ
の
結
末
近
く
︑
添
い
得
な
か
っ
た
恋
人
の
死
後
肉
体
と
精

神
と
両
方
の
漂
泊
を
続
け
た
主
人
公
が
︑﹁
淺
綠
に
白
帆
を
散
ら

し
た
る
三
保
の
海
の
曙
﹂
の
景
観
に
打
た
れ
て
︑﹁
白
銀
の
描
打

ち
捨
て
し
西
行
が
︑
見
と
れ
た
る
心
の
内
︑
世
の
俗
人
は
何
と
か

見
る
ら
む
と
獨
り
微
笑
む
﹂
こ
と
を
描
い
て
い
る
︒
ま
だ
そ
の
後

が
多
少
あ
る
だ
け
一
途
に
も
云
え
ぬ
こ
と
で
あ
る
け
れ
ど
も
︑
少
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く
と
も
そ
れ
は
︑﹁
花
枕
﹂
に
於
け
る
よ
り
も
っ
と
強
く
︑
自
然

美
へ
の
沈
湎
に
よ
る
苦
悩
か
ら
の
救
い
を
正
面
に
押
出
し
た
も
の

と
は
云
え
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
︒そ
う
い
う
点
か
ら
云
え
ば
︑

子
規
の
小
説
は
︑
離
脱
し
き
れ
ぬ
人
生
的
苦
悩
に
喘
ぐ
心
と
︑
自

然
美
へ
の
沈
湎
に
よ
る
救
い
を
思
う
心
と
の
︑
そ
の
両
者
の
間
を

彷
徨
し
て
︑
随
っ
て
そ
の
何
れ
に
も
傾
き
き
れ
な
い
中
途
半
端
さ

に
止
ま
っ
て
居
り
︑
そ
の
た
め
折
角
触
れ
か
け
た
近
代
的
な
苦
悩

な
ど
を
も
ほ
ん
と
に
掘
下
げ
き
る
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
と
い

う
︑
そ
う
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
っ
た
︒
そ
の
片
づ
か

な
さ
が
︑
十
年
を
距
て
た
余
裕
派
の
時
代
に
な
っ
て
は
っ
き
り
整
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理
さ
れ
る
と
と
も
に
︑
一
方
に
は
自
我
主
義
や
人
間
尊
重
主
義
の

圧
歪
め
ら
れ
た
時
代
の
暗
さ
が
徹
見
さ
れ
︑
一
方
に
は
俳
諧
派
文

学
の
完
全
な
る
情
趣
第
一
義
の
主
張
が
打
樹
て
ら
れ
る
こ
と
に
な

っ
て
行
っ
た
の
だ
が
︑
さ
て
そ
の
当
の
子
規
の
場
合
︑
そ
の
ま
だ

十
分
に
は
片
づ
か
な
か
っ
た
も
の
が

︱
云
換
え
れ
ば
当
時
の
子

規
の
心
境
の
最
も
奥
深
い
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
も
の
が
︑
彼
の
歌
や

俳
句
に
は
何
う
反
映
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
︒
そ
れ
と
も
そ
う

し
た
苦
悩
は
歌
や
俳
句
に
は
直
接
的
な
反
映
を
持
た
な
か
っ
た
の

で
あ
ろ
う
か
︒
そ
れ
が
十
分
反
映
さ
せ
ら
れ
て
い
た
と
す
れ
ば
︑

彼
の
俳
句
や
歌
は
︑
単
な
る
花
鳥
諷
詠
の
感
覚
詩
と
し
て
の
境
地
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を
脱
し
て
︑
其
処
に
小
説
を
孕
ん
だ
︑
近
代
詩
と
し
て
の
一
風
体

を
確
立
し
得
た
こ
と
に
な
る
︒
が
︑
例
え
ば
そ
の
俳
句
観
に
於
て
︑

幾
ら
か
ず
つ
そ
う
し
た
苦
悩
を
孕
ん
で
い
た
漱
石
の
作
品
を
︑
写

生
に
徹
せ
ぬ
も
の
と
し
て
却
け
た
彼
で
あ
っ
て
み
れ
ば
︑
そ
れ
は

矢
張
り
望
ま
れ
ぬ
こ
と
で
あ
っ
た
ろ
う
し
︑
も
と
も
と
俳
句
と
か

短
歌
と
か
い
う
も
の
の
形
態
的
な
制
約
や
伝
統
が
そ
れ
に
適
し
な

か
っ
た
こ
と
も
︑
云
う
迄
も
な
い
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
︒
と
す
れ
ば
︑

そ
う
し
た
彼
の
云
わ
ば
表
向
き
の
作
品
に
は
多
く
現
れ
て
い
な
い

彼
の
内
面
的
な
問
題
を
窺
知
さ
せ
る
よ
す
が
と
し
て
︑
こ
れ
ら
の

小
説
が
相
当
重
視
さ
れ
て
も
い
い
訳
だ
と
思
う
︒況
し
て
そ
れ
が
︑
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わ
が
近
代
文
学
一
般
に
現
れ
た
典
型
的
な
問
題
の
幾
つ
か
を
︑
比

較
的
夙
い
頃
に
於
て
提
示
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
に
於
て
を
や
で

あ
る
︒
た
だ
︑
そ
の
提
示
し
方
に
︑
所
謂
小
説
的
な
コ
ク
や
厚
み

は
乏
し
く
︑
そ
れ
だ
け
文
豪
子
規
の
小
説
と
し
て
は
︑
慊
ら
ぬ
憾

を
感
じ
さ
せ
る
け
れ
ど
も
︒︵

昭
和
十
二
年
九
月
﹃
短
歌
研
究
﹄︶
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