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宮
�
二
と
新
美
南
吉
︵
下
︶

鈴
木

竹
志

前
回
の
最
後
に
︑
宮
�
二
が
新
美
南
吉
の
﹁
霙
﹂
と
題
す
る
詩
を
紹

介
し
つ
つ
︑
南
吉
の
人
柄
な
ど
を
語
っ
た
﹁
私
の
愛
す
る
人
生
詩
﹂
全

文
を
紹
介
し
た
が
︑
私
は
︑
こ
の
文
章
を
読
ん
で
︑
文
章
家
と
し
て
の

宮
�
二
に
つ
い
て
も
︑
も
っ
と
評
価
さ
れ
て
し
か
る
べ
き
で
は
な
い
か

と
つ
く
づ
く
と
思
っ
た
︒

こ
の
文
章
に
は
︑
青
春
の
あ
る
一
時
期
︑
文
学
へ
の
強
い
志
を
抱
く

者
同
士
で
熱
く
語
り
合
っ
た
新
美
南
吉
と
そ
の
詩
に
対
す
る
︑
宮
�
二

の
思
い
が
︑
単
な
る
懐
か
し
さ
と
い
う
よ
り
も
︑
南
吉
の
人
柄
︑
そ
し

て
文
学
的
資
質
へ
の
共
感
が
溢
れ
て
い
る
の
で
あ
る
︒
こ
の
文
章
に
巡

り
会
え
た
こ
と
を
︑
私
は
本
当
に
嬉
し
く
思
っ
て
い
る
︒
教
員
生
活
に

入
る
と
同
時
に
コ
ス
モ
ス
短
歌
会
に
入
会
し
︑
そ
の
後
宮
�
二
門
下
と

い
う
意
識
を
常
に
抱
い
て
作
歌
に
努
め
て
き
た
が
︑
そ
の
要
と
し
て
の

宮
�
二
と
い
う
歌
人
が
︑
若
き
日
に
わ
が
郷
土
の
優
れ
た
童
話
作
家
で

あ
る
新
美
南
吉
と
交
流
が
あ
り
︑
南
吉
の
死
後
も
若
き
日
の
交
流
を
大

切
に
思
っ
て
い
る
こ
と
は
︑
心
底
嬉
し
い
の
で
あ
る
︒

宮
�
二
が
南
吉
に
つ
い
て
書
い
た
文
章
は
︑
実
は
も
う
一
編
あ
る
︒

そ
れ
が
牧
書
店
版
﹃
新
美
南
吉
全
集
﹄
の
付
録
と
し
て
付
け
ら
れ
た

﹁
新
美
南
吉
研
究
﹂
の
第
一
号
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
﹁
上
高
田
時
代
の

こ
と
﹂
と
題
す
る
文
章
で
あ
る
︒
こ
ち
ら
は
︑
編
集
者
の
巽
聖
歌
が
宮

�
二
に
依
頼
し
て
書
い
て
も
ら
っ
た
文
章
で
あ
る
︒
も
ち
ろ
ん
︑
こ
の

文
章
も
﹃
宮
�
二
集
﹄
に
収
め
ら
れ
て
い
な
い
し
︑
別
巻
の
﹁
著
作
年

表
﹂
に
記
さ
れ
て
い
な
い
︒
こ
の
文
章
も
全
文
を
紹
介
す
る
︒

上
高
田
時
代
の
こ
と

新
美
く
ん
と
私
の
二
人
は
︑
年
齢
が
近
か
っ
た
か
ら
親
し
か
っ
た
︒

何
を
喋
ら
な
く
と
も
︑
親
し
い
気
分
だ
っ
た
︒
交
際
は
昭
和
八
年
ご

ろ
か
ら
だ
が
︑
彼
が
病
を
得
て
帰
郷
す
る
昭
和
十
一
年
ま
で
の
間
︑

最
も
ひ
ん
ぱ
ん
に
会
っ
て
い
た
の
は
︑
昭
和
八
︑
九
年
の
こ
ろ
だ
っ

た
と
思
う
︒
年
齢
で
言
え
ば
お
互
い
二
十
二
︑
三
歳
前
後
と
い
う
こ

と
に
な
る
が
︑
私
の
方
が
一
歳
上
だ
っ
た
︒

私
の
方
が
一
歳
上
だ
と
い
っ
て
も
︑
気
分
で
は
な
ん
と
な
く
彼
の

方
が
年
長
者
の
よ
う
に
思
え
た
︒

二
人
が
親
し
く
な
っ
た
の
に
は
︑
巽
聖
歌
氏
の
介
添
え
が
あ
っ
た
︒

彼
は
私
よ
り
一
年
早
く
地
方
か
ら
上
京
し
て
お
り
︑
上
京
前
か
ら
巽

氏
に
兄
事
し
て
い
た
︒
私
は
ど
ち
ら
も
そ
れ
よ
り
後
で
︑
新
美
君
が

年
長
者
に
思
え
る
と
い
う
の
は
︑
そ
う
い
う
事
情
が
あ
っ
た
︒
二
人

は
巽
氏
の
家
で
よ
く
一
緒
し
た
が
︑
巽
氏
の
留
守
中
で
も
勝
手
に
上

が
り
こ
ん
で
︑
自
分
の
家
の
よ
う
に
寝
転
が
っ
て
話
を
し
合
っ
た
り

し
た
︒
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巽
夫
人
の
方
を
︑
実
は
私
は
所
縁
あ
っ
て
お
二
人
が
結
婚
さ
れ
る

前
か
ら
︑
つ
ま
り
新
美
君
よ
り
は
早
く
存
じ
上
げ
て
い
た
の
で
は
な

か
っ
た
ろ
う
か
︒
そ
の
巽
夫
妻
に
対
し
て
新
美
君
の
戯
文
が
あ
る
︒

写
し
て
み
れ
ば
︑
こ
う
で
あ
る
︒

巽
聖
歌
氏
・
風
邪
で
扁
桃
腺
を
い
た
め
ら
れ
た
さ
う
で
親
し
く

口
を
き
い
て
は
下
さ
ら
な
か
っ
た
︒
枕
元
に
あ
っ
た
原
稿
用
紙
を

と
っ
て
何
や
ら
書
い
て
私
に
示
さ
れ
た
の
を
見
る
と
﹁
お
家
流
童

謡
と
い
ふ
の
を
創
始
す
る
つ
も
り
だ
﹂
と
あ
っ
た
︒
大
へ
ん
勇
ま

し
い
こ
と
で
あ
る
と
思
っ
た
︒
氏
が
含
嗽
し
て
い
る
隙
を
ぬ
す
ん

で
原
稿
用
紙
の
裏
を
見
る
と
︑
奥
さ
ま
と
な
さ
っ
た
筆
談
の
痕
跡

が
み
と
め
ら
れ
た
︒
中
か
ら
穏
や
か
な
一
二
を
拾
ふ
と
次
の
如
く

で
あ
る
︒
﹁
僕
は
妬
か
れ
る
覚
え
は
な
い
︒
﹂
﹁
妬
く
な
ら
ば
妬
い

て
も
い
い
よ
︒
﹂
﹁
寧
ろ
妬
か
れ
て
見
た
い
よ
︒
﹂

昭
和
十
年
二
月
十
一
日
発
行
の
﹃
チ
チ
ノ
キ
﹄
第
十
七
冊
所
載
︒

題
は
﹁
紙
上
ハ
イ
キ
ン
グ
﹂
︒
筆
者
名
は
乳
樹
探
訪
記
者

古
美
北

吉
︒
被
探
訪
者
は
巽
氏
の
他
に
歌
見
誠
一
︑
真
田
亀
久
代
︑
与
田
凖

一
︑
藤
井
樹
郎
︑
吉
川
孝
一
︑
米
山
愛
紫
︑
吉
川
行
雄
氏
な
ど
︒
も

ち
ろ
ん
創
作
記
事
だ
が
︑
筆
が
軽
妙
で
シ
ャ
レ
て
い
て
︑
被
探
訪
者

の
身
辺
躍
如
た
る
も
の
が
あ
る
︒
こ
う
し
た
文
章
も
新
美
君
の
一
面

を
語
る
も
の
で
︑
全
集
に
は
収
め
て
貰
い
た
い
気
が
す
る
︒

西
武
線
新
井
薬
師
駅
附
近
の
喫
茶
店
や
居
酒
屋
に
よ
く
連
れ
だ
っ

て
入
っ
た
︒
何
と
い
う
こ
と
も
な
く
話
を
交
わ
し
て
い
る
の
が
楽
し

か
っ
た
︒
彼
は
外
語
に
通
っ
て
お
り
︑
私
は
下
宿
住
ま
い
を
し
た
り

新
聞
配
達
を
し
た
り
の
放
浪
だ
っ
た
︒
い
ろ
い
ろ
話
を
し
た
筈
だ
が
︑

今
は
殆
ど
内
容
に
つ
い
て
記
憶
が
な
い
︒
或
い
は
二
人
と
も
︑
並
ん

で
い
る
だ
け
で
殆
ど
喋
ら
な
か
っ
た
の
だ
っ
た
か
も
知
れ
な
い
︒
た

だ
あ
る
時
︑
彼
の
方
か
ら
質
問
の
か
た
ち
で
︑
短
歌
の
こ
と
に
つ
い

て
触
れ
た
︒
彼
は
童
話
や
童
謡
で
︑
短
歌
は
作
っ
て
い
な
か
っ
た
︒

私
の
受
け
応
え
を
聞
い
て
い
た
が
｢
窮
屈
だ
と
は
思
わ
な
い
か
ね
｣
と

一
言
い
っ
た
︒
感
心
し
た
よ
う
な
顔
で
聞
い
て
い
た
癖
に
︑
妙
な
こ

と
を
言
う
と
そ
う
思
っ
た
こ
と
だ
け
が
︑
今
に
判
っ
き
り
記
憶
に
残

っ
て
い
る
︒
新
美
君
の
創
作
の
中
に
短
歌
は
無
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
︒

︵
﹁
上
高
田
時
代
の
こ
と
﹂
﹁
新
美
南
吉
研
究
﹂
第
一
号
﹃
新
美
南
吉

全
集
日
記
Ⅰ
﹄
付
録
に
所
収
︑
昭
和
四
十
年
九
月
五
日
発
行
︶

宮
�
二
と
新
美
南
吉
が
巽
聖
歌
の
家
に
入
り
浸
り
で
︑
実
に
楽
し
く

付
き
合
っ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
︒
ま
さ
に
二
人
は
︑
青
春
を
謳
歌
し

て
い
た
と
言
っ
て
も
よ
い
だ
ろ
う
︒

宮
�
二
は
︑
こ
の
文
章
で
新
美
南
吉
が
書
い
た
﹁
紙
上
ハ
イ
キ
ン

グ
﹂
を
紹
介
し
て
い
る
が
︑
私
が
ま
ず
驚
い
た
の
は
︑
宮
�
二
が
昭
和

十
年
に
出
さ
れ
た
こ
の
雑
誌
を
戦
中
戦
後
の
三
十
年
間
ず
っ
と
手
元
に

置
い
て
い
た
こ
と
で
あ
る
︒
命
と
生
活
を
守
る
の
に
必
死
な
時
代
を
乗

り
越
え
て
︑
こ
の
雑
誌
が
残
っ
た
こ
と
は
や
は
り
驚
き
で
あ
る
︒
そ
し

て
︑
そ
の
内
容
を
記
憶
に
留
め
て
い
て
︑
こ
の
よ
う
に
新
美
南
吉
の
文

章
を
披
露
し
て
︑
そ
の
才
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
︑
宮
�
二

が
い
か
に
新
美
南
吉
を
評
価
し
て
い
た
か
が
分
か
る
と
い
う
も
の
で
あ

る
︒
宮
�
二
は
︑
こ
の
﹁
紙
上
ハ
イ
キ
ン
グ
﹂
に
つ
い
て
︑
﹁
こ
う
し

た
文
章
も
新
美
君
の
一
面
を
語
る
も
の
で
︑
全
集
に
は
収
め
て
貰
い
た

い
気
が
す
る
︒
﹂
と
書
い
て
い
る
が
︑
こ
の
﹁
新
美
南
吉
研
究
﹂
第
八

号
︵
﹃
新
美
南
吉
全
集
詩
集
﹄
付
録
に
所
収
︑
昭
和
四
十
年
十
一
月
二

十
八
日
発
行
︶
に
全
文
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
︒
こ
の
南
吉
の
文
章
の
収

83



録
に
つ
い
て
は
︑
﹁
編
集
メ
モ
﹂
で
巽
聖
歌
は
こ
ん
な
こ
と
を
書
い
て

い
る
︒

南
吉
の
戯
文
は
︑
わ
た
し
は
埋
没
さ
せ
る
つ
も
り
で
い
た
け
れ
ど

も
︑

そ
ん
な
も
の
で
も
﹁
お
も
し
ろ
い
﹂
と
い
う
人
が
多
い
の
で
︑

こ
れ
も
こ
こ
に
収
録
︒

﹁
お
も
し
ろ
い
﹂
と
い
う
人
の
一
人
が
宮
�
二
だ
っ
た
の
で
あ
る
︒

宮
�
二
と
新
美
南
吉
の
交
流
の
親
密
さ
が
充
分
に
窺
わ
れ
る
文
章
で

あ
る
︒
た
だ
︑
こ
の
�
二
の
文
章
で
︑
気
に
な
る
箇
所
が
あ
る
︒

そ
の
一
つ
が
︑
最
後
の
段
落
で
︑
短
歌
に
関
わ
る
内
容
が
記
さ
れ
て

い
る
の
だ
が
︑
新
美
南
吉
が
﹁
﹃
窮
屈
だ
と
は
思
わ
な
い
か
ね
﹄
﹂
と
一

言
い
っ
た
︒
﹂
こ
と
に
つ
い
て
︑
﹁
感
心
し
た
よ
う
な
顔
で
聞
い
て
い
た

癖
に
︑
妙
な
こ
と
を
言
う
と
そ
う
思
っ
た
こ
と
だ
け
が
︑
今
に
判
っ
き

り
記
憶
に
残
っ
て
い
る
︒
新
美
君
の
創
作
の
中
に
短
歌
は
無
か
っ
た
の

だ
ろ
う
か
︒
﹂
と
書
い
て
い
る
箇
所
で
あ
る
︒
実
際
の
と
こ
ろ
は
︑
新

美
南
吉
の
短
歌
作
品
は
︑
小
学
生
時
代
か
ら
亡
く
な
る
ま
で
に
四
百
首

以
上
あ
る
こ
と
が
分
か
っ
て
い
る
︒
つ
ま
り
︑
南
吉
は
宮
�
二
に
は
︑

自
分
が
か
つ
て
短
歌
を
作
っ
て
い
た
こ
と
を
明
か
し
て
い
な
か
っ
た
の

で
あ
る
︒
南
吉
が
な
ぜ
短
歌
を
作
っ
て
い
た
こ
と
を
宮
�
二
に
明
か
さ

な
か
っ
た
か
に
つ
い
て
は
︑
今
の
と
こ
ろ
︑
私
に
は
判
断
す
る
も
の
が

な
い
︒
南
吉
の
作
っ
た
短
歌
の
全
貌
が
分
か
る
の
は
︑
﹃
校
訂

新
美

南
吉
全
集
﹄
の
刊
行
ま
で
待
た
な
く
て
は
い
け
な
い
が
︑
ひ
ょ
っ
と
し

た
ら
︑
宮
�
二
は
︑
こ
の
全
集
を
読
ん
で
い
た
か
も
し
れ
な
い
︒
読
ん

で
ど
ん
な
感
想
を
持
っ
た
か
知
り
た
い
と
こ
ろ
だ
が
︑
も
ち
ろ
ん
こ
れ

は
す
べ
て
詮
無
い
こ
と
で
あ
る
︒

さ
て
︑
も
う
一
つ
私
が
気
に
な
っ
た
の
は
︑
南
吉
が
﹁
窮
屈
だ
と
は

思
わ
な
い
か
ね
﹂
と
言
い
な
が
ら
も
︑
そ
の
後
赴
任
し
た
安
城
女
子
高

等
学
校
の
教
員
時
代
に
は
︑
短
歌
を
作
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
︒
﹁
窮

屈
だ
と
は
思
わ
な
い
か
ね
﹂
と
言
っ
て
お
き
な
が
ら
︑
短
歌
を
作
っ
て

い
る
の
は
︑
明
ら
か
に
矛
盾
で
あ
る
が
︑
多
分
︑
南
吉
の
お
か
れ
た
立

場
か
ら
す
る
と
︑
教
員
時
代
の
行
事
に
関
わ
る
内
容
を
表
現
す
る
に
は
︑

そ
の
﹁
窮
屈
﹂
な
こ
と
が
︑
逆
に
作
り
や
す
か
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
︒

つ
ま
り
︑
も
う
自
由
に
自
分
の
思
い
を
述
べ
る
こ
と
に
︑
自
己
規
制
せ

ざ
る
を
え
な
い
雰
囲
気
が
こ
の
時
代
に
は
漂
い
は
じ
め
て
い
た
の
で
は

な
か
ろ
う
か
︒
そ
れ
な
ら
ば
︑
短
歌
と
い
う
定
型
短
詩
の
ほ
う
が
無
難

で
あ
る
と
い
う
判
断
が
︑
南
吉
に
は
あ
っ
た
の
で
は
と
思
わ
れ
る
︒

南
吉
の
詠
ん
だ
歌
を
紹
介
し
た
い
︒
﹁
自
転
車
紀
行
﹂
と
題
さ
れ
た

一
連
二
十
八
首
か
ら
︒

秋

陽

さ

す

三

河

の

路

に

輪

を

つ

ら

ね

遠

乗

り

行

か

す

少

女

ヲ

ト

メ

ら

と

吾

と

草

が

く

り

草

喰

み

い

鳴

く

仔

の

山

羊

の

や

さ

し

き

音

を

し

ま

ね

ぶ

少

女
コ

ら

ハ

も

遠

ゆ

く

と

輪
ワ
ダ
チ

を

な

め

て

ゆ

く

少

女
コ

ら

の

脛ス
ネ

う

つ

風

の

軽

し

秋

風

か

け

渡

す

矢

作

の

河

の

高

橋

を

少

女
コ

ら

が

わ

た

れ

バ

裳

ぞ

ひ

る

が

へ

る

玉

裳

な

す

噴

き

上

げ

み

づ

の

か

ぎ

ろ

ひ

の

お

り

つ

く

な

べ

に

白

鳥

シ
ラ
ド
リ

ハ

一

つ

谷

あ

い

の

石

切

場

に

ハ

人

気

な

し

し

み

み
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と
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女
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し
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ひ
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さ
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り

し
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れ

バ
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へ

り
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に

追

ひ

し

し

じ

み

蝶

々

ハ

う

せ

に

け

り

昼

篁

の

外

の

明

る

さ

︵
﹃
校
訂

新
美
南
吉
全
集

第
八
巻
﹄
︶

全
集
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
二
十
八
首
は
︑
自
筆
原
稿
を
底
本
と
し
て

い
る
︒
冒
頭
に
﹁
自
転
車
紀
行
﹂
の
表
題
が
つ
け
ら
れ
て
い
て
︑
最
後

の
四
首
に
つ
い
て
は
︑
﹁
篁
﹂
と
い
う
別
題
が
つ
け
ら
れ
て
い
る
︒

こ
の
自
筆
原
稿
が
印
刷
物
に
な
る
こ
と
は
な
か
っ
た
︒
た
だ
南
吉
は
︑

一
九
三
八
年
九
月
二
〇
日
発
行
の
﹁
安
城
高
女
学
報
﹂
昭
和
十
三
年
度

第
二
学
期
の
号
に
﹁
滝
山
寺
自
転
車
行
﹂
と
題
す
る
短
い
文
章
を
書
い

て
い
る
︒
こ
の
文
章
に
よ
る
と
︑
こ
の
年
の
八
月
十
五
日
︑
安
城
高
等

女
学
校
の
教
員
・
生
徒
た
ち
の
自
転
車
に
よ
る
吟
行
会
が
行
わ
れ
た
の

で
あ
る
︒
だ
か
ら
︑
こ
こ
に
挙
げ
た
歌
は
︑
そ
の
吟
行
会
で
の
作
品
と

い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
︒

一
首
一
首
の
完
成
度
が
高
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
︒
潑
剌
と
し
た

女
子
高
生
の
姿
が
見
事
に
浮
か
び
あ
が
っ
て
く
る
︒
不
穏
な
空
気
が
漂

う
時
代
で
あ
る
の
だ
が
︑
そ
う
い
う
雰
囲
気
を
感
じ
さ
せ
な
い
︒
多
分

短
歌
と
い
う
表
現
形
式
だ
か
ら
こ
そ
︑
こ
の
よ
う
に
女
子
高
生
の
潑
剌

と
し
た
姿
を
詠
み
き
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
︒

佐
藤
通
雅
は
︑
前
回
紹
介
し
た
﹁
新
美
南
吉
記
念
館

研
究
紀
要
﹂

第
二
十
九
号
に
掲
載
し
た
﹁
再
読
・
新
美
南
吉

�

短
詩
型
文
学
の

世
界
﹂
に
お
い
て
︑
次
の
よ
う
に
南
吉
の
こ
れ
ら
の
短
歌
作
品
に
つ
い

て
︑
述
べ
て
い
る
︒

こ
れ
ら
を
見
て
も
︑
短
歌
と
し
て
の
骨
格
は
す
で
に
修
得
さ
れ
て

い
る
こ
と
が
わ
か
る
︒
し
た
が
っ
て
︑
も
し
こ
の
表
現
手
段
に
自
分

を
賭
け
る
こ
と
が
あ
っ
た
な
ら
︑
相
当
の
歌
人
に
な
っ
た
こ
と
は
ま

ち
が
い
な
い
︒

も
ち
ろ
ん
︑
南
吉
は
短
歌
と
い
う
表
現
手
段
に
賭
け
る
こ
と
は
な
か

っ
た
︒
童
話
作
者
と
し
て
の
道
を
選
び
と
っ
て
い
っ
た
︒
こ
の
あ
た
り

の
こ
と
に
つ
い
て
︑
佐
藤
は
︑
宮
�
二
と
比
べ
て
︑
次
の
よ
う
に
述
べ

て
い
る
︒

他
方
︑
南
吉
は
力
を
注
ぎ
さ
え
す
れ
ば
︑
か
な
り
の
短
歌
を
作
る

こ
と
が
可
能
だ
っ
た
︒
だ
が
そ
の
方
向
を
と
ら
な
か
っ
た
の
は
︑
十

分
な
時
間
が
な
か
っ
た
ば
か
り
で
な
く
︑
児
童
文
学
へ
親
和
す
る
回

路
が
潜
在
し
て
い
た
か
ら
だ
︒

﹁
窮
屈
で
は
な
い
か
﹂
と
言
い
な
が
ら
も
︑
こ
れ
だ
け
の
短
歌
を
作

っ
た
︒
し
か
し
︑
そ
の
後
は
︑
短
歌
を
作
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
く
︑

病
と
闘
い
な
が
ら
童
話
作
り
に
専
念
し
た
︒
歌
人
と
し
て
の
新
美
南
吉

と
い
う
可
能
性
も
決
し
て
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
が
︑
南
吉
に
と
っ

て
︑
童
話
は
ど
う
し
て
手
放
す
こ
と
の
で
き
な
い
文
学
と
し
て
存
在
し

た
の
で
あ
る
︒

か
つ
て
巽
聖
歌
の
自
宅
な
ど
で
青
春
を
共
有
し
た
二
人
の
若
き
文
学

の
徒
が
︑
そ
れ
ぞ
れ
の
分
野
で
文
学
の
歴
史
に
残
る
優
れ
た
作
品
を
残

し
た
こ
と
を
改
め
て
感
慨
深
く
思
う
︒
こ
の
よ
う
な
考
察
を
書
く
き
っ

か
け
を
作
っ
て
い
た
だ
い
た
佐
藤
通
雅
氏
へ
の
感
謝
を
述
べ
て
こ
の
稿

を
終
え
た
い
︒
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