
Title 藤村文学における父子関係の一断面 : 「捨子」意識
をめぐって

Author(s) 任, 苔均

Citation 待兼山論叢. 文学篇. 1997, 31, p. 47-59

Version Type VoR

URL https://hdl.handle.net/11094/47922

rights

Note

The University of Osaka Institutional Knowledge Archive : OUKAThe University of Osaka Institutional Knowledge Archive : OUKA

https://ir.library.osaka-u.ac.jp/

The University of Osaka



藤
村
文
学
に
お
け
る
父
子
関
係
の
一

断
面

－
｜
寸
捨
子
」
意
識
を
め
ぐ
っ
て
｜
｜

任

苔

均

は

じ

め

に

島
崎
藤
村
文
学
に
お
い
て
父
と
子
の
相
克
と
い
う
主
題
は
、
『
落
梅
集
』
の
「
告
別
L

を
始
め
と
し
て
『
夜
明
げ
前
』
に
至
る
多
く
の

作
品
に
受
け
継
が
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
藤
村
文
学
に
お
け
る
父
と
子
の
問
題
は
、
こ
の
よ
う
な
相
克
の
様
相
と
共
に
、
『
新
生
』
等
の

作
品
に
見
ら
れ
る
寸
神
な
る
父
L

へ
の
回
帰
と
い
う
、

一
種
矛
盾
し
た
性
格
を
呈
し
て
い
る
の
も
事
実
で
あ
る
。
周
知
の
よ
う
に
、
父

（

1）
 

へ
の
回
帰
の
動
機
は
、
寸
新
生
L

事
件
以
後
、
父
の
血
の
撰
視
を
通
し
て
父
の
系
譜
を
自
覚
し
た
作
者
の
自
己
認
識
に
あ
る
が
、
こ
の
相

克
と
回
帰
の
心
理
の
深
層
に
は
、
よ
り
複
雑
な
も
の
が
潜
ん
で
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
と
思
わ
れ
る
。
本
稿
で
は
そ
の
疑
問
を
解
く

鍵
の
一
つ
と
し
て
、
藤
村
の
内
面
に
あ
る
寸
捨
子
」
意
識
を
取
り
上
げ
た
い
と
思
う
。
こ
の
点
に
関
し
て
は
、
関
良
一
が
「
藤
村
文
学

（

2
）
 

の
原
点
」
と
し
て
指
摘
し
た
こ
と
が
あ
る
が
、
そ
れ
以
降
こ
の
仮
説
は
そ
れ
程
発
展
さ
れ
な
い
ま
ま
今
日
に
至
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
本
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稿
で
は
、
こ
の
寸
捨
子
L

意
識
に
つ
い
て
探
り
、
さ
ら
に
そ
れ
を
乗
り
越
え
て
い
く
過
程
を
突
き
詰
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
藤
村
文
学
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に
お
け
る
父
子
関
係
を
説
き
明
か
す
一
端
と
し
た
い
。

明
治
二
五
年
八
月
、
『
女
学
生
』
夏
期
号
外
に
無
名
氏
の
署
名
で
発
表
さ
れ
た
掌
編
寸
故
人
」
は
、
藤
村
文
学
の
深
層
に
流
れ
て
い
る

「
捨
子
」
意
識
の
片
鱗
を
窺
わ
せ
る
処
女
作
と
も
い
う
べ
き
作
品
で
あ
る
。

エ
ッ
セ
イ
「
故
人
」
は
、
「
風
雅
に
志
し
て
天
地
の
風
情
を

慕
ひ
し
よ
り
こ
の
か
た
、
故
人
を
尋
ね
見
ん
と
の
願
ひ
を
立
L

て
た
主
人
公
（
藤
村
）
が
、
旅
先
の
鎌
倉
で
ご
」
の
八
月
の
七
日
そ
の

夕
暮
の
刻
ま
で
に
故
人
に
遇
は
ん
と
い
へ
る
」
う
つ
つ
の
夢
を
た
よ
り
と
し
て
、
同
日
同
時
刻
「
つ
y
れ
に
包
み
た
る
捨
子
」
を
見
つ

け
た
と
い
う
筋
で
あ
る
。
こ
こ
で
い
う
「
故
人
」
と
は
、
藤
村
が
古
典
の
中
で
最
も
深
く
追
求
し
た
芭
蕉
を
指
す
。
主
人
公
が
捨
子
に

（

3
）
 

出
会
う
場
面
で
、
藤
村
は
芭
蕉
の
『
野
ざ
ら
し
紀
行
』
の
中
の
句
「
猿
を
間
人
捨
子
に
秋
の
風
い
か
に
」
を
挙
げ
な
が
ら
、
「
か
の
故
人

を
尋
ね
て
破
笠
倣
衣
の
老
翁
を
見
し
と
は
開
け
ど
、

い
か
な
れ
ば
予
は
今
故
人
を
尋
ね
て
か
〉
る
汝
を
見
る
ら
む
し
と
そ
の
意
外
な
避

遁
へ
の
感
想
を
述
べ
、
視
点
を
悲
し
い
運
命
に
処
せ
ら
れ
た
捨
子
へ
移
し
て
い
く
。
こ
の
エ
ッ
セ
イ
は
次
の
文
に
よ
っ
て
結
ぼ
れ
て
い

る。

こ
の
世
の
貧
の
涙
を
呑
み
て
父
母
は
汝
を
捨
て
た
る
か
。
父
母
は
汝
を
捨
て
た
る
に
、
汝
は
父
母
を
恋
し
と
泣
く
か
。
恋
し
と
こ

そ
は
知
ら
ず
し
て
猶
恋
し
き
と
泣
く
な
る
か
。
あ
は
れ
よ
天
地
の
聞
に
生
れ
来
て
汝
の
ご
と
き
命
運
の
拙
き
は
い
く
ば
く
ぞ
。
左

た
〉
ず
み

れ
ど
天
地
の
聞
に
泣
か
む
も
の
は
汝
の
み
か
は
と
、
い
ひ
て
し
ば
し
そ
こ
に
作
立
し
が
、
予
は
今
故
人
を
尋
ね
得
た
り
と
捨
子
を

抱
き
て
明
月
を
の
ぞ
む
程
に
、
鐘
は
村
雲
の
か
な
た
に
落
ち
ぬ
。



彼
は
、
こ
こ
で
「
捨
子
L

を
通
し
て
「
故
人
L

に
出
会
う
の
で
あ
る
が
、
こ
の
文
に
よ
る
と
エ
ッ
セ
イ
「
故
人
L

に
は
、
「
捨
子
L

意

識
と
い
う
、
藤
村
文
学
に
お
げ
る
父
子
関
係
の
疑
問
を
解
く
一
つ
の
端
緒
が
潜
ん
で
い
る
の
が
分
か
る
。
作
者
は
、
自
分
の
子
を
寸
貧

の
涙
を
呑
み
て
L

遺
棄
せ
ざ
る
を
得
な
い
父
母
の
心
を
酌
み
、

さ
ら
に
「
あ
は
れ
よ
天
地
の
聞
に
生
れ
来
て
汝
の
ご
と
き
命
運
の
拙
き

は
い
く
ば
く
ぞ
L

と
捨
子
の
命
運
を
哀
れ
み
、
遂
に
は
「
左
れ
ど
天
地
の
聞
に
泣
か
む
も
の
は
汝
の
み
か
は
」
と
捨
子
へ
の
激
し
い
共

藤村文学における父子関係のー断面

感
を
示
し
て
、
捨
子
に
「
感
情
移
入
L

し
て
い
る
の
で
あ
る
。
藤
村
が
最
初
の
芭
蕉
論
「
故
人
L

に
捨
子
を
登
場
さ
せ
る
所
以
は
、
明

一
五
歳
で
亡
く
し
た
「
故
人
」
父
正
樹
へ
の
追
想
に
あ
る
と
い
え
る
。
現
実
の
世
界
で
既
に
父
は
「
故
人
L

に
な
っ
て
し

治
一
九
年
、

ま
い
、
藤
村
は
父
に
見
捨
て
ら
れ
た
捨
子
の
運
命
に
直
面
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、

エ
ッ
セ
イ
「
故
人
L

は
、
「
故
人
L

芭

蕉
と
の
避
遁
と
い
う
表
面
的
な
執
筆
動
機
と
共
に
、
偶
然
に
見
つ
け
た
捨
子
（
実
際
藤
村
が
捨
子
に
出
会
っ
た
こ
と
の
真
偽
を
解
明
で

き
る
証
拠
は
見
つ
か
っ
て
い
な
い
が
）
を
媒
介
に
し
て
、

そ
の
捨
子
に
映
さ
れ
た
自
分
の
運
命
に
遭
遇
し
、
同
じ
く
「
故
人
」
で
あ
る

自
分
の
父
に
巡
り
会
い
た
い
と
い
う
願
望
が
強
く
働
い
た
と
も
憶
測
で
き
る
。

エ
ッ
セ
イ
「
故
人
L

は
、
明
治
二
五
年
八
月
、
戸
川
秋
骨
、
湯
谷
紫
宛
と
共
に
、

一
夏
を
鎌
倉
扇
ヶ
谷
正
宗
跡
に
過
ご
し
て
い
た
頃

書
い
た
文
章
で
あ
る
が
、
『
桜
の
実
の
熟
す
る
時
』
（
大
正
八
年
）
に
は
当
時
の
藤
村
の
心
境
若
し
く
は
「
秘
密
L

を
窺
い
知
ら
れ
る
件

う

ち

一
一
章
に
「
不
思
議
な
変
化
が
捨
吉
の
内
部
に
起
っ
て
来
た
。
そ
の
年
の
暑
中
休
暇
を
捨
吉
は
主
に
鎌
倉
の
方
で

が
記
さ
れ
て
い
る
。

暮
し
た
が
、
土
木
だ
曽
て
経
験
し
た
こ
と
も
無
い
ほ
ど
の
寂
し
い
思
を
し
た
」
と
あ
り
、
岡
見
の
妹
に
出
会
っ
て
寸
言
ひ
あ
ら
は
し
難
い
」
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自
分
の
心
持
を
抑
え
る
た
め
に
こ
の
文
章
を
書
い
た
云
々
、

と
言
っ
て
い
る
。
し
か
も
牛
込
の
下
宿
の
方
へ
帰
っ
て
き
て
か
ら
、
長
い
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こ
と
最
初
の
一
節
し
か
覚
え
ら
れ
な
か
っ
た
オ
フ
エ
リ
ア
の
歌
の
全
部
を
、
捨
吉
は
一
息
に
覚
え
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
宗

教
と
恋
愛
を
二
元
対
立
の
も
の
に
捉
え
て
い
た
青
年
藤
村
の
苦
悩
の
姿
に
他
な
ら
な
か
っ
た
。
次
の
文
は
捨
吉
の
基
督
像
が
窺
わ
れ
る

箇
所
で
あ
る
。

捨
吉
が
幼
い
心
の
底
に
あ
る
神
と
は
、
多
く
の
牧
師
や
伝
道
者
に
よ
っ
て
説
か
る
〉
父
と
子
と
精
霊
の
三
位
を
一
体
と
し
た
ゃ
う

あ
り
て
い

な
も
の
で
は
無
か
っ
た
。
（
中
略
）
有
体
に
言
へ
ば
、
エ
ホ
バ
の
神
と
は
あ
の
三
十
代
で
十
字
架
に
か
〉
っ
た
と
い
ふ
基
督
よ
り
も

も
っ
と
老
併
で
、
年
の
頃
お
よ
そ
五
十
ぐ
ら
ゐ
で
、
親
し
い
先
生
の
や
う
で
も
あ
れ
ば
平
恥
い
お
父
さ
ん
の
や
う
で
も
あ
る
肉
体

を
具
へ
た
神
で
あ
っ
た
。
（
中
略
）
斯
の
エ
ホ
バ
の
神
が
長
い
こ
と
捨
吉
の
心
の
底
に
住
ん
で
居
た
と
開
い
た
ら
、
笑
ふ
人
も
あ
る

あ
O
よ

だ
ら
う
か
。
実
際
、
他
界
の
こ
と
に
か
け
て
は
、
捨
吉
は
少
年
時
代
か
ら
の
先
入
主
と
な
っ
た
単
純
な
物
の
考
へ
方
に
支
配
さ
れ

て
居
て
、

ま
る
で
子
供
の
や
う
に
そ
の
日
ま
で
暮
し
て
来
た
の
で
あ
っ
た
。
（
一
一
）

右
の
文
に
よ
る
と
、
捨
吉
の
基
督
像
に
は
父
の
イ
メ
ー
ジ
が
重
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
分
か
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
こ
の
文
は

幼
く
し
て
死
に
別
れ
た
た
め
満
た
さ
れ
な
か
っ
た
父
の
愛
を
、
空
想
上
の
理
想
の
父
な
る
神
に
向
け
さ
せ
、
符
合
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ

て
満
た
そ
う
と
し
た
作
者
自
身
の
精
神
の
痕
跡
に
受
け
取
る
こ
と
も
で
き
る
。

捨
吉
は
自
分
の
内
部
の
愛
欲
と
の
闘
い
に
際
し
て
、
こ
の
神
に
寸
主
よ
、
こ
〉
に
あ
な
た
の
小
さ
か
ヘ
供
が
居
り
ま
す
」
と
析
ろ
う
と

し
て
も
、
妙
に
祈
れ
な
か
っ
た
。
そ
の
代
わ
り
に
捨
吉
は
勝
子
の
名
を
呼
ぶ
。
彼
は
「
自
分
の
内
部
に
眼
を
さ
ま
し
た
や
う
な
怪
レ
い

情
熱
が
何
処
へ
自
分
を
連
れ
て
行
く
の
か
し
と
1

言
ひ
あ
ら
は
し
難
い
恐
怖
」
さ
え
感
じ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
1

怪
し
い
情
熱
」
即
ち

愛
欲
と
は
、
『
若
菜
集
』
（
明
治
三

O
年）

の
「
お
く
め
L

の
中
の
三
」
ひ
に
は
親
も
捨
て
は
て
〉
＼
や
む
よ
し
も
な
き
胸
の
火
や
L

と



い
う
句
に
も
現
れ
て
い
る
よ
う
に
、
親
と
、
具
体
的
に
は
父
と
両
立
で
き
な
い
と
い
う
性
格
を
呈
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
藤
村
の
作

品
の
世
界
に
は
父
親
に
だ
け
執
着
し
、
母
親
に
つ
い
て
は
殆
ど
触
れ
て
い
な
い
と
い
う
一
つ
の
傾
向
が
見
ら
れ
る
が
、
そ
の
原
因
に
つ

（

4
）
 

い
て
は
、
母
親
の
不
倫
に
よ
る
も
の
と
す
る
説
が
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
母
親
の
不
義
は
藤
村
文
学
の
中
で
女
性
へ
の
不
信
に
繋
が
る
要

因
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ー
父
な
る
神
L

の
前
に
愛
欲
（
母
の
不
義
を
背
景
に
し
た
）
は
罪
で
あ
り
、

そ
の
罪
を
犯
し
た
場
合
、
子

で
あ
る
藤
村
は
見
捨
て
ら
れ
ざ
る
を
得
な
く
な
る
。

つ
ま
り
藤
村
は
、
「
神
な
る
父
」
と
「
女
性
（
母
）
」
と
は
両
立
で
き
な
い
も
の
と

藤村文学における父子関係のー断面

い
う
考
え
方
を
も
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
と
す
る
と
、
藤
村
に
と
っ
て
「
捨
子
」
意
識
と
は
、
性
の
衝
動
に
動
揺
さ
れ
な
が
ら
も
、
愛

欲
に
よ
っ
て
父
に
見
捨
て
ら
れ
る
か
も
知
れ
な
い
と
い
う
不
安
が
も
た
ら
し
た
幻
想
で
あ
る
と
も
解
せ
ら
れ
る
。
母
親
へ
の
失
望
が
も

た
ら
し
た
父
親
へ
の
服
従
の
誓
い
、
実
は
そ
こ
に
は
父
に
さ
え
見
捨
て
ら
れ
る
か
も
知
れ
な
い
と
い
う
、
人
知
れ
ぬ
不
安
が
潜
在
意
識

と
し
て
存
在
し
て
い
た
の
で
あ
り
、
自
我
確
立
の
過
程
に
お
い
て
葛
藤
の
種
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
「
捨
子
」
意
識
は
、
処
女
作
「
う
た
〉
ね
」
（
明
治
三

O
年
）
の
中
で
、

日
清
戦
争
に
際
し
て
志
願
兵
と
し
て
出
征
し
た

主
人
公
小
一
が
、
脱
走
の
末
、
父
姉
川
中
佐
の
手
に
か
か
っ
て
銃
殺
さ
れ
る
と
い
う
悲
惨
な
運
命
か
ら
も
見
出
さ
れ
る
。
こ
の
小
一
の

敵
前
逃
亡
の
行
為
を
父
へ
の
反
逆
の
象
徴
と
し
て
捉
え
る
と
す
れ
ば
、
小
一
は
そ
の
罪
に
よ
っ
て
父
に
罰
せ
ら
れ
、
父
に
見
捨
て
ら
れ

る
こ
と
に
な
っ
た
と
い
え
よ
う
。
し
か
も
中
佐
が
家
の
財
産
を
私
し
よ
う
と
し
て
小
一
を
殺
し
た
と
邪
推
し
た
妻
お
国
は
、
中
佐
を
毒

殺
し
、

自
分
も
死
ぬ
が
、

こ
の
よ
う
に
処
女
作
に
父
と
母
の
反
日
を
描
出
し
て
い
る
点
は
興
味
深
い
。
ま
た
『
破
戒
』

め

守

り

あ

う

ち

あ

い

か

り

か

な

し

み

こ

の

い

ま

し

め

い
か
な
る
人
に
避
遁
は
う
と
決
し
て
其
と
は
自
白
け
る
な
、
一
旦
の
憤
怒
悲
哀
に
是
戒
を
忘
れ
た
ら
、

の
中
で

「
た
と

51 

へ
い
か
な
る
目
を
見
よ
う
と
、

主
り
な
か

其
時
こ
そ
芯
全
か
ら
捨
て
ら
れ
た
も
の
と
思
へ
L

（
一
ノ
3
）
と
い
う
父
の
戒
め
が
そ
れ
程
丑
松
を
苦
し
め
た
理
由
も
、
父
に
捨
て
ら
れ

よ
の
な
か

る
か
も
知
れ
な
い
と
い
う
不
安
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
即
ち
「
社
会
か
ら
捨
て
ら
れ
た
も
の
と
思
へ
し
と
い
う
父
の
言
葉
は
、
丑
松
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に
と
っ
て
1

父
か
ら
捨
て
ら
れ
た
も
の
と
思
へ
」
と
い
う
声
に
響
い
た
に
相
違
な
い
。
苦
悩
の
末
、
遂
に
丑
松
は
父
の
戒
め
を
破
り
、

素
性
を
告
白
し
て
し
ま
う
が
、

そ
れ
に
よ
っ
て
お
志
保
と
の
愛
を
成
就
す
る
と
い
う
筋
に
は
、
ー
神
な
る
父
L

と
「
女
性
（
母
）
L

と
の

間
で
煩
悶
す
る
作
者
藤
村
の
ジ
レ
ン
マ
が
窺
わ
れ
る
。

さ
て
、

そ
こ
で
私
は
藤
村
の
1

捨
子
」
意
識
を
説
明
す
る
概
念
と
し
て
寸
エ
デ
ィ
プ
ス
・
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
」
に
つ
い
て
触
れ
て
お

き
た
い
。
周
知
の
よ
う
に
、

エ
デ
ィ
プ
ス
・
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
は
、
も
と
も
と
テ
l
べ
の
王
ラ
イ
オ
ス
が
ポ
イ
ボ
ス
・
ア
ポ
ロ
ン
の
神

託
に
よ
る
予
言
を
恐
れ
、
妃
イ
オ
カ
ス
テ
と
の
聞
に
生
ま
れ
た
一
子
を
家
僕
の
一
人
に
手
渡
し
、
山
間
深
く
捨
て
去
る
と
い
う
「
子
殺

し
」
或
い
は
1

子
捨
て
L

の
物
語
を
背
景
と
す
る
ソ
ポ
ク
レ
ス
の
オ
イ
デ
ィ
プ
ス
王
の
悲
劇
か
ら
名
付
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。

つ
宇
品

り
、
捨
子
で
あ
る
オ
イ
デ
ィ
プ
ス
が
父
ラ
イ
オ
ス
を
殺
す
と
い
う
オ
イ
デ
ィ
プ
ス
王
の
物
語
は
、
捨
子
意
識
を
持
つ
藤
村
が
作
品
中
の

象
徴
的
な
親
殺
し
・
子
殺
し
を
通
し
て
親
子
と
も
に
完
全
な
個
と
な
る
と
い
う
、
自
我
の
確
立
に
至
る
図
式
か
ら
も
見
出
さ
れ
る
の
で

あ
る
。
因
み
に
、
寸
エ
デ
ィ
プ
ス
・
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
L

の
一
側
面
で
あ
る
母
親
と
の
交
わ
り
に
見
ら
れ
る
禁
制
の
性
格
は
、
『
ハ
ム
レ
ツ

（

5
）
 

ト
』
に
も
共
通
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
著
作
初
期
、
こ
の
作
品
の
大
き
な
影
響
を
受
け
た
と
思
わ
れ
る
藤
村
の
精
神
の
深
層
に

は
、
性
の
本
能
が
「
抑
圧
」
さ
れ
続
け
て
い
た
と
推
測
で
き
る
。
ま
さ
に
父
へ
の
服
従
と
反
逆
と
い
う
問
題
に
悩
み
、
母
を
巡
っ
た
性

的
関
係
に
つ
ま
ず
く
オ
イ
デ
ィ
プ
ス
王
や
ハ
ム
レ
ッ
ト
の
運
命
は
、
藤
村
が
抱
え
て
い
た
問
題
で
も
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
彼
ら
の
苦
悩

の
秘
密
を
共
有
し
て
い
た
藤
村
は
、

そ
れ
を
作
品
の
世
界
に
一
種
の
記
号
と
し
て
用
い
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
著
作
初
期
に
見
ら
れ

る
父
子
相
克
の
底
辺
に
は
、
こ
の
よ
う
な
「
エ
デ
ィ
プ
ス
・
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
」
的
性
格
を
呈
す
る
「
捨
子
」
意
識
が
存
在
し
て
い
た



と
も
い
え
よ
う
。

島
崎
春
樹
（
藤
村
）
は
明
治
五
年
、
島
崎
正
樹
と
縫
子
の
四
男
三
女
の
末
子
と
し
て
生
ま
れ
る
（
が
、
次
姉
継
・
三
姉
楊
は
す
で
に

早
世
し
て
い
た
）
。
父
正
樹
の
数
え
年
四
二
歳
（
天
保
二
年
生
ま
れ
）
の
こ
と
で
あ
る
。
周
知
の
よ
う
に
、
日
本
に
は
一
時
的
に
子
供
を

捨
て
る
儀
礼
的
な
捨
子
の
習
俗
が
あ
る
。
こ
の
儀
礼
的
な
捨
子
と
は
、
親
の
厄
年
に
生
ま
れ
た
子
で
あ
っ
た
り
、
生
児
が
次
々
に
死
亡

す
る
よ
う
な
と
き
、
子
供
の
将
来
を
案
じ
て
、

一
日
一
捨
て
る
形
を
と
る
も
の
で
あ
る
が
、
藤
村
の
生
ま
れ
た
当
時
、
父
正
樹
が
ち
ょ
う

藤村文学における父子関係のー断面

ど
厄
年
で
あ
っ
た
こ
と
や
、
次
姉
と
三
姉
が
早
世
し
て
い
た
こ
と
な
ど
か
ら
、
藤
村
は
寸
捨
子
L

の
運
命
を
も
っ
て
生
ま
れ
た
と
い
え

（

6）
 

ょ
う
。
藤
村
は
そ
れ
を
直
視
し
て
い
た
筈
で
あ
る
。
こ
の
儀
礼
的
な
捨
子
に
捨
吉
、
捨
松
な
ど
と
命
名
す
る
こ
と
が
多
か
っ
た
こ
と
よ

り
、
後
に
藤
村
は
『
春
』
『
桜
の
実
の
熟
す
る
時
』
『
新
生
』
の
主
人
公
に
捨
吉
と
い
う
名
を
与
え
、
『
破
戒
』
の
主
人
公
に
丑
松
の
「
松
」

と
い
う
字
を
つ
け
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
勿
論
こ
の
よ
う
な
儀
礼
的
な
捨
子
と
「
故
人
」
に
登
場
す
る
よ
う
な
現
実

の
捨
子
と
は
ま
っ
た
く
異
な
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
捨
子
の
運
命
を
も
っ
て
生
ま
れ
た
と
い
う
自
己
認
識
は
、
彼
の
脳
裏
を
去
ら
な

か
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
次
の
文
は
父
正
樹
を
モ
デ
ル
と
し
た
『
夜
明
け
前
』
の
半
蔵
に
関
す
る
記
述
で
あ
る
。

－

〈

は

夫
の
噂
だ
。
お
民
は
併
協
を
枕
に
、
和
助
に
乳
房
を
岐
へ
さ
せ
、
子
供
が
さ
し
入
れ
る
懐
の
中
の
小
さ
な
手
を
い
ぢ
り
な
が
ら
、

〈
が
う
む
ら

隣
室
か
ら
離
れ
て
来
る
話
声
に
耳
を
澄
ま
し
た
。
（
中
略
）
初
め
て
一
緒
に
江
戸
へ
の
旅
を
し
て
横
須
賀
在
の
公
郷
村
に
遠
い
先
祖

の
遺
族
を
訪
ね
た
青
年
の
日
か
ら
、
今
は
す
で
に
四
十
二
歳
の
厄
年
を
迎
へ
る
ま
で
の
半
蔵
を
見
て
来
た
寿
平
次
に
は
、
す
こ
し

も
あ
の
人
が
変
っ
て
ゐ
な
い
と
い
ふ
話
も
出
る
。
（
中
略
）

い
た

寸痛。
L

53 
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思
は
ず
お
民
は
添
寝
を
し
て
ゐ
る
子
供
の
鼻
を
つ
ま
ん
だ
。
子
供
が
乳
房
を
噛
ん
だ
の
だ
。

お
民
は
半
ば
身
を
起
こ
す
や
う
に
し

た
。
彼
女
は
そ
っ
と
子
供
の
側
を
離
れ
、
お
ば
あ
さ
ん
や
お
里
の
ゐ
る
方
へ
一
緒
に
な
り
に
行
か
う
と
し
た
が
、

く
ち
び
る

が
無
心
な
口
唇
を
動
か
し
て
、
容
易
に
母
親
か
ら
離
れ
よ
う
と
し
な
か
っ
た
。
（
『
夜
明
け
前
ι

第
二
部
七
ノ
四
）

そ
の
度
に
和
助

右
の
文
は
お
民
が
和
助
（
藤
村
を
モ
デ
ル
に
す
る
）

に
乳
房
を
岐
へ
さ
せ
な
が
ら
、
夫
の
半
蔵
の
噂
に
耳
を
澄
ま
す
場
面
で
あ
る
。

直
接
的
な
表
現
で
は
な
い
も
の
の
、

四
二
歳
と
い
う
厄
年
を
迎
え
た
半
蔵
の
運
命
と
和
助
の
誕
生
が
巧
み
に
結
ぼ
れ
て
い
る
。
ま
さ
に

生
涯
藤
村
の
心
の
奥
底
に
秘
め
ら
れ
て
い
た
「
捨
子
」
意
識
は
、
こ
の
文
か
ら
も
窺
わ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
父
の
狂
気
の
故
、
父
か
ら

離
れ
て
い
た
長
い
断
絶
の
期
間
や
、
幼
く
し
て
父
を
亡
く
す
こ
と
な
ど
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
精
神
的
傷
痕
は
、
無
意
識

中
に
彼
の
寸
捨
子
L

意
識
を
深
め
る
要
因
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
藤
村
は
、
こ
の
「
捨
子
L

意
識
の
払
拭
の
た
め
に
、
『
家
L

『桜

の
実
の
熟
す
る
時
L

『
新
生
』
『
夜
明
け
前
』
等
の
作
品
を
通
し
て
父
探
し
の
道
を
歩
ん
だ
と
い
え
よ
う
。
し
か
も
こ
の
文
は
、
『
夜
明
け

前
』
に
現
れ
て
い
る
和
助
に
関
す
る
数
少
な
い
記
述
の
一
つ
で
あ
る
が
、
こ
こ
に
他
の
作
品
に
は
身
を
隠
し
て
い
る
よ
う
な
母
お
民
（
縫

子
）
の
描
写
が
重
な
り
合
っ
て
い
る
と
い
う
と
こ
ろ
に
注
目
し
た
い
。
夫
半
蔵
の
身
辺
が
気
掛
か
り
に
な
っ
て
い
る
お
民
の
懐
に
、
和

助
が
抱
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
乳
房
を
噛
ん
で
母
の
関
心
を
自
分
に
向
け
さ
せ
、
寸
容
易
に
母
親
か
ら
離
れ
よ
う
と
し
な
」
い
彼
の

姿
は
寸
エ
デ
ィ
プ
ス
・
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
L

の
現
れ
と
も
解
せ
ら
れ
よ
う
。

四

藤
村
の
意
識
の
世
界
を
追
跡
し
て
い
く
と
、
「
捨
子
」
意
識
と
は
対
照
的
に
、
所
謂
「
選
民
」
意
識
と
い
う
も
の
が
浮
か
び
上
が
る
。



『
春
』
の
中
で
長
火
鉢
に
磐
し
て
い
る
岸
本
の
手
を
見
た
民
助
は
、
「
不
恰
好
で
、
指
先
が
短
く
て
、
青
筋
が
太
く
刻
ん
だ
や
う
に
顕
れ

た
と
こ
ろ
は
、
ど
う
見
て
も
亡
く
な
っ
た
父
の
手
に
ソ
ツ
ク
リ
で
あ
っ
た
L

と
感
じ
る
。
ま
た
『
家
』

の
中
で
も
お
種
は
、
夫
達
雄
に

ユ
ニ
吉
が
そ
こ
へ
来
て
坐
っ
た
様
子
は
、
ど
う
し
て
も
父
親
さ
ん
で
す
よ
・
・
・
・
・
・
手
付
な
ぞ
は
兄
弟
中
で
彼
が
一
番
克
く
似
て
ま
す
よ
し

と
い
う
。
し
か
も
、
『
桜
の
実
の
熟
す
る
時
』

の
捨
吉
も
寸
『
捨
吉
ば
か
り
は
俺
の
子
だ
。
彼
に
は
俺
の
学
聞
を
継
が
せ
た
い
』
と
お
父

さ
ん
が
生
き
て
居
る
中
に
よ
く
姉
に
話
し
た
と
い
ふ
こ
と
L

を
思
い
出
す
の
で
あ
る
。
確
か
に
藤
村
は
正
樹
に
特
別
な
愛
を
受
け
て
い

藤村文学における父子関係のー断面

た
よ
う
で
あ
る
。
二
女
と
三
女
を
次
々
に
亡
く
し
、
厄
年
の
年
に
得
た
末
子
へ
の
愛
情
は
、
藤
村
の
名
を
自
分
の
名
に
由
来
す
る
春
樹

（

7）
 

と
名
付
け
た
こ
と
か
ら
も
よ
く
分
か
る
。
と
は
い
っ
て
も
寸
一
番
L

「
捨
吉
ば
か
り
」
と
い
う
言
葉
が
彼
の
作
品
に
多
用
さ
れ
て
い
る
点

は
、
藤
村
が
異
常
な
ほ
ど
父
の
愛
に
執
着
し
て
い
た
こ
と
の
証
明
に
も
な
り
得
る
。
ま
た
こ
れ
は
藤
村
自
身
の
「
捨
子
L

意
識
へ
の
反

動
に
よ
っ
て
生
ま
れ
た
も
の
と
い
っ
て
い
い
。

こ
の
よ
う
に
封
建
的
家
父
長
制
度
の
秩
序
の
中
で
、
末
子
の
藤
村
に
は
所
謂
寸
選
民
」
意
識
の
発
想
が
芽
生
え
て
い
た
の
で
あ
る
が
、

そ
の
基
盤
と
な
る
も
の
が
キ
リ
ス
ト
教
の
旧
約
聖
書
の
人
間
像
に
見
ら
れ
る
。
兄
エ
サ
ウ
か
ら
長
子
権
を
手
放
さ
せ
、

ま
た
限
の
か
す

ん
だ
父
を
だ
ま
し
て
、
長
子
エ
サ
ウ
に
与
え
ら
れ
る
は
ず
の
祝
福
を
奪
っ
て
し
ま
う
ヤ
コ
プ
や
、
父
の
年
寄
り
子
で
偏
愛
さ
れ
、
兄
弟

た
ち
に
妬
ま
れ
、
奴
隷
と
し
て
売
ら
れ
る
が
、
後
に
エ
ジ
プ
ト
の
高
官
と
な
り
、
飢
謹
の
と
き
父
と
兄
弟
た
ち
を
引
き
取
る
ヨ
セ
フ
の

よ
う
に
、
旧
約
聖
書
の
中
に
は
、
長
子
よ
り
は
末
子
が
神
や
父
の
愛
と
祝
福
を
受
け
る
例
が
数
多
く
記
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
藤
村

か
っ
、
彼
ら
に
自
分
の
姿
を
見
つ
け
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

（

8）
 

明
治
二
六
年
の
教
会
退
籍
の
時
で
も
、
「
聖
書
と
普
門
品
二
十
五
と
を
笈
中
に
残
し
て
須
磨
の
故
跡
を
訪
づ
れ
」
と
あ
る
よ
う
に
、
藤

は
、
こ
の
よ
う
な
聖
書
の
中
の
主
人
公
に
同
感
し
、

55 

村
は
聖
書
を
捨
て
な
か
っ
た
。
信
仰
は
捨
て
て
も
、
聖
書
は
い
つ
ま
で
も
彼
の
心
の
伴
侶
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
特
に
旧
約
聖
書
は
、
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詩
作
時
代
の
彼
の
文
学
に
著
し
い
影
を
落
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

ま
さ
に
「
捨
吉
ば
か
り
は
俺
の
子
だ
」
と
い
う
一
種
の
1

選
民
」

意
識
を
も
と
に
、
他
の
兄
弟
の
家
の
経
済
も
背
負
い
続
け
る
長
子
的
風
格
の
『
家
』

の
三
吉
の
姿
の
中
に
は
、
兄
か
ら
長
子
権
を
奪
つ

て
父
の
祝
福
を
受
け
る
ヤ
コ
ブ
や
、
苦
境
に
立
っ
て
い
る
兄
弟
た
ち
を
引
き
取
る
ヨ
セ
フ
の
姿
が
重
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
藤
村
は
、
実
は
自
分
は
父
に
愛
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
り
、
自
分
こ
そ
長
子
的
存
在
で
あ
る
と
自
己
暗
示
を
か
け
て
い
く

よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
が
、

そ
の
背
後
に
は
、
『
家
L

の
中
で
「
痛
の
起
っ
た
時
」
お
末
と
い
う
女
中
に
手
を
出
そ
う
と
し
た
と
い
う

父
の
愛
欲
の
物
語
を
聞
か
さ
れ
、
父
の
新
し
い
一
面
を
見
出
し
た
三
吉
の
血
の
繋
が
り
の
発
見
或
い
は
父
の
系
譜
の
自
覚
と
い
う
モ

チ
ー
フ
が
潜
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
道
程
か
ら
我
々
は
、
父
に
出
会
い
、
自
分
の
内
部
に
潜
む
つ
捨
子
」
意
識
を
払
拭
し
、

そ
れ

吉
が
、
『
桜
の
実
の
熟
す
る
時
』

に
よ
っ
て
自
己
救
済
に
至
る
藤
村
の
精
神
史
の
変
貌
を
読
み
取
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
道
程
は
、
『
家
』
の
中
で
三
吉
と
名
を
変
え
た
捨

（

9）
 

の
中
で
一
旦
幸
吉
と
名
付
げ
ら
れ
る
も
の
の
、
後
で
捨
吉
の
名
を
取
り
戻
し
、
『
新
生
』
の
中
で
引
き

続
い
て
捨
吉
の
名
で
登
場
す
る
こ
と
か
ら
も
察
せ
ら
れ
る
。

フ
ラ
ン
ス
の
旅
の
中
で
父
の
実
体
に
触
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
捨
子
」
意

識
と
い
う
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
を
逃
れ
、
自
己
救
済
の
道
を
見
つ
け
た
藤
村
は
、
客
観
的
な
立
場
か
ら
堂
々
と
捨
吉
の
名
を
も
っ
て
執
筆

に
臨
ん
だ
の
で
あ
ろ
う
。

五

『
夜
明
け
前
』

の
最
終
章
最
終
節
が
寸
万
事
終
っ
た
」
と
い
う
一
文
で
書
き
出
さ
れ
、
半
蔵
の
埋
葬
の
場
面
に
結
ぼ
れ
て
い
る
こ
と

が
象
徴
し
て
い
る
よ
う
に
、
藤
村
は
今
ま
で
自
我
確
立
の
道
を
妨
げ
て
き
た
「
捨
子
」
意
識
と
い
う
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
も
父
と
一
緒
に

葬
り
、

一
人
の
成
長
し
た
人
間
と
し
て
敢
然
と
立
ち
上
が
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
。

つ
ま
り
、
藤
村
は
『
夜
明
け
前
』
を
通
し



て
父
と
の
関
係
に
煩
悶
し
て
い
た
子
の
時
代
へ
の
決
別
を
告
げ
た
訳
で
あ
る
。
歴
史
の
中
に
父
の
人
生
を
描
出
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

藤
村
は
少
年
期
以
来
抱
え
つ
づ
け
て
き
た
「
捨
子
L

意
識
と
い
う
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
を
克
服
し
、
客
観
的
な
視
角
を
獲
得
し
た
。

『
夜
明
け
前
』
完
結
後
、
藤
村
は
感
想
集
『
桃
の
雫
』
（
昭
和
一
一
年
）
を
出
す
が
、

そ
の
中
の
「
小
半
日
」
と
い
う
文
章
は
、
戸
川

秋
骨
に
誘
わ
れ
て
喜
多
六
平
太
の
例
会
に
参
加
し
て
小
半
日
を
送
っ
た
時
の
感
想
で
あ
る
。
藤
村
は
喜
多
六
平
太
の
「
蝉
丸
し
を
見
て

非
常
な
感
激
を
示
す
。

藤村文学における父子関係のー断面

蝉
丸
は
王
子
で
あ
る
。
何
故
に
あ
の
盲
目
な
王
子
が
父
の
帝
に
よ
り
て
捨
て
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
か
、
そ
の
作
者
の
意
図
は

か
ど
で

は
っ
き
り
と
わ
た
し
た
ち
の
胸
に
来
な
い
。
わ
た
し
の
想
像
に
よ
る
と
、
蝉
丸
は
中
世
風
な
苦
行
者
の
首
途
に
置
か
れ
た
王
子
で

あ
っ
て
、
父
な
る
帝
は
そ
の
子
に
解
脱
へ
の
道
を
教
へ
た
も
の
で
あ
ら
う
と
考
へ
る
が
、
こ
れ
は
わ
た
し
の
想
像
で
あ
る
に
過
ぎ

な
い
。
お
そ
ら
く
中
世
の
昔
の
人
達
は
あ
の
作
者
の
意
図
を
今
日
の
わ
た
し
た
ち
よ
り
遥
か
に
よ
く
汲
み
取
っ
た
で
あ
ら
う
。
そ

れ
に
ひ
き
か
へ
て
、
不
幸
な
王
子
の
姿
は
あ
り
あ
り
と
わ
た
し
た
ち
の
眼
に
浮
ぶ
。
作
者
の
説
き
明
さ
う
と
す
る
も
の
が
時
と
共

に
失
は
れ
て
来
た
後
世
に
な
っ
て
も
、
そ
の
人
の
感
じ
た
も
の
だ
け
は
こ
ん
な
に
長
く
残
っ
て
ゐ
る
こ
と
が
思
は
れ
る
。

（叩）

こ
の
日
藤
村
が
鑑
賞
し
た
能
「
蝉
丸
」
は
、
父
な
る
帝
に
捨
て
ら
れ
た
蝉
丸
王
子
の
物
語
で
あ
る
。
藤
村
の
寸
蝉
丸
」

へ
の
知
識
が

乏
し
い
た
め
で
も
あ
ろ
う
が
、
こ
の
文
に
は
晩
年
に
獲
得
し
た
1

捨
子
L

意
識
に
対
す
る
客
観
的
な
視
角
が
窺
わ
れ
る
。
「
不
幸
な
王
子

の
姿
は
あ
り
あ
り
と
わ
た
し
た
ち
の
眼
に
浮
ぶ
L

「
そ
の
人
の
感
じ
た
も
の
だ
け
は
こ
ん
な
に
長
く
残
っ
て
ゐ
る
」
云
々
、

と
い
う
箇
所

に
は
、
「
故
人
L

の
中
で
捨
子
に
共
感
を
示
し
て
い
た
著
作
初
期
の
激
し
い
精
神
の
動
揺
の
痕
跡
は
も
は
や
見
ら
れ
ず
、
あ
く
ま
で
も
客

57 

観
的
に
対
象
を
捉
え
よ
う
と
す
る
姿
勢
が
感
ぜ
ら
れ
る
。
ま
さ
に
そ
れ
は
人
生
の
旅
の
末
、
寸
故
人
」
正
樹
に
出
会
え
た
「
捨
子
」
藤
村



58 

が
辿
り
着
い
た
境
地
と
も
い
え
よ
う
。

ま

と

め

『
落
梅
集
』

ひ
め
ご
と

の
中
で
「
吾
胸
の
底
の
こ
〉
に
は
言
ひ
が
た
き
秘
密
住
め
り
L

と
記
し
て
い
る
よ
う
に
、
藤
村
は
生
涯
重
苦
し
く
執
揃

な
不
安
を
心
に
抱
き
続
け
た
作
家
で
あ
っ
た
。
本
稿
で
は
そ
の
秘
密
の
正
体
を
寸
捨
子
L

意
識
と
い
う
側
面
か
ら
探
っ
て
み
た
。
ま
が

ま
が
し
い
性
の
欲
望
を
前
に
し
て
、
藤
村
は
父
に
捨
て
ら
れ
る
か
も
知
れ
な
い
と
い
う
人
知
れ
ぬ
不
安
に
と
ら
わ
れ
る
。
こ
の
「
捨
子
L

意
識
と
い
う
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
に
よ
っ
て
、
彼
は
旅
に
身
を
委
ね
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
「
故
人
」
に
芽
生
え
た
「
捨
子
」
意
識

は
、
寸
う
た
〉
ね
」

の
子
殺
し
ゃ
『
破
戒
』

の
父
殺
し
の
様
相
を
経
て
、
『
春
』
以
降
の
自
伝
的
小
説
の
中
で
は
、

い
よ
い
よ
主
人
公
に

捨
吉
と
い
う
名
を
与
え
（
『
家
』

の
中
で
は
一
旦
三
吉
と
名
を
変
え
る
）
、
彼
に
「
感
情
移
入
L

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
自
己
救
済
の
道
を

求
め
る
。
漂
泊
を
終
え
て
家
の
歴
史
を
辿
る
こ
と
に
よ
っ
て
父
に
巡
り
会
い
、
父
の
系
譜
を
見
出
し
た
藤
村
は
、
寸
選
民
」
意
識
と
い
う

自
己
暗
示
を
掛
け
始
め
る
。
『
夜
明
け
前
』
の
完
結
に
よ
っ
て
と
う
と
う
「
捨
子
L

意
識
と
い
う
呪
縛
を
解
い
た
藤
村
は
、
客
観
的
な
目

を
も
っ
て
自
分
を
見
つ
め
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
ろ
う
。

注
（

1
）
 

（

2
）
 

亀
井
勝
一
郎
著
、
『
島
崎
藤
村
論
ヘ
新
潮
社
、
昭
和
四
二
年
、
一
六
O
｜
一
八
三
頁
参
照
。

関
良
一
、
「
家
l
l
ま
ぼ
ろ
し
の
三
部
作
｜
｜
L

（
三
好
行
雄
編
、
『
島
崎
藤
村
必
携
』
所
収
、
由
学
燈
社
、
昭
和
四
二
年
）
、

三
七
頁
参
照
。

こ
の
芭
蕉
の
俳
句
は
、

（

3
）
 

明
治
二
六
年
三
月
『
文
学
界
』
第
三
号
に
発
表
さ
れ
た

寸
か
た
つ
む
り
L

に
も
「
捨
子
に
秋
の
風
い
か
に
と
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（

4
）
 

（

5）
 

桃
青
が
口
吟
み
し
も
こ
の
ほ
と
り
と
覚
え
て
今
昔
の
お
も
ひ
に
堪
へ
ず
、
し
ば
し
江
畔
に
た
〉
ず
み
で
天
地
の
飛
動
す
る
を
見
た
り
L

云
々
、
と
引
用
さ
れ
て
い
る
。

西
丸
四
方
著
、
『
島
崎
藤
村
の
秘
密
』
、
有
信
堂
、
昭
和
四
一
年
、
、
＝
三
｜
一
四
九
頁
参
照
。

藤
村
は
明
治
二
六
年
、
『
ハ
ム
レ
ッ
ト
』
の
影
響
に
よ
る
戯
曲
『
悲
曲
琵
琶
法
師
』
『
朱
門
の
う
れ
ひ
』
等
の
作
品
を
発
表
し
て
い

る
。
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
は
、
当
時
の
『
文
学
界
』
の
同
人
ら
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
の
で
あ
る
が
、
『
春
』
に
は
、
青
木
，
（
透
谷
）

が
『
ハ
ム
レ
ッ
ト
』
の
悲
劇
を
持
ち
出
し
、
「
オ
フ
エ
リ
ア
の
歌
L

の
一
部
分
を
暗
唱
す
る
場
面
が
描
か
れ
て
い
る
。

相
賀
徹
夫
編
、
『
日
本
大
百
科
全
書
一
一
二
』
、
小
学
館
、
昭
和
六
三
年
、
七
六
頁
。

伊
東
一
夫
編
、
『
島
崎
藤
村
事
典
』
、
明
治
書
院
、
昭
和
五
一
年
、
六

O
七
頁
。

寸
か
た
つ
む
り
L

（
明
治
二
六
年
三
月
『
文
学
界
』
第
三
号
所
収
）

『
桜
の
実
』
で
は
原
種
夫
の
仮
名
が
与
え
ら
れ
、
『
桜
の
実
の
熟
す
る
時
』
の
初
出
『
文
章
世
界
』
の
中
で
は
同
幸
吉
と
改
め
ら
れ
た

が
、
春
陽
堂
刊
の
改
稿
で
は
岸
本
捨
吉
の
仮
名
が
選
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

世
阿
弥
作
の
能
楽
の
曲
名
。
延
喜
帝
の
第
四
皇
子
蝉
丸
の
宮
は
幼
少
か
ら
盲
目
だ
っ
た
の
で
、
帝
は
清
賓
に
命
じ
て
逢
坂
山
に
捨
て

さ
せ
る
。
蝉
丸
は
頭
を
剃
り
、
琵
琶
を
だ
い
て
泣
き
沈
む
。
一
方
、
髪
が
き
か
立
つ
病
気
を
持
つ
姉
の
逆
髪
の
宮
は
、
狂
乱
の
体
で

さ
ま
よ
い
歩
い
て
逢
坂
山
に
至
り
、
蝉
丸
の
琵
琶
の
音
に
ひ
か
れ
て
弟
と
再
会
す
る
。
二
人
は
互
い
の
身
の
不
幸
を
嘆
き
、
や
が
て

名
残
り
を
惜
し
み
な
が
ら
別
れ
る
と
い
う
内
容
。

（

6
）
 

（

7
）
 

（

8
）
 

（

9
）
 

（叩）
［
付
記
］
本
文
の
引
用
は
、
筑
摩
書
一
房
版
『
藤
村
全
集
』
（
昭
和
四
一

B
E

－
－
四
六
年
）
に
拠
り
、
旧
字
は
原
則
的
に
新
字
に
改
め
た
。
尚
、
引
用
文

の
傍
点
は
す
べ
て
引
用
者
に
よ
る
。

（
大
学
院
後
期
課
程
学
生
）


