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研
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十
二
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来
〈
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母
の
た
め
の
八
島
語
り
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雑
誌『
能
楽
』に
は
、
池
内
信
嘉
を
は
じ
め
と
す
る

幼
少
よ
り
能
の
半
玄
人
・
知
識
人
た
ち
の
座
談
会

「
能
楽
放
談
会
記
事
」が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
第

二
十
六
回
目（
第
十
二
巻
第
三
号
。
大
正
三
年（
一
九
一
四
））

で
、
野
上
豊
一
郎
が《
安
宅
》や《
摂
待
》の
評
価
を
め

ぐ
っ
て
、
能
評
家
の
坂
元
雪
鳥
な
ど
に
難
詰
さ
れ
る

と
い
う
一
幕
が
あ
る
。
明
治
・
大
正
時
代
は
、
い
わ

ゆ
る〝
普
通
の
夢
幻
能
〟以
外
の
曲
が
現
代
よ
り
も
頻

繁
に
上
演
さ
れ
る
ほ
ど
、
当
時
の
観
客
に
人
気
が
あ

っ
た
（
余
談
だ
が
、《
摂
待
》は《
安
宅
》に
続
い
て
上
演
さ
れ
て

い
る
記
録
が
多
く
見
ら
れ
る
）
。
し
か
し
坂
元
は
能
を「
形

躰
美
術
」と
捉
え
て
お
り
、
現
在
物
の
多
く
は
能
と

し
て
許
容
で
き
な
か
っ
た
ら
し
い
。《
摂
待
》を
劇
と

し
て
評
価
す
る
野
上
に
対
し
て
は
、「
君
は
下
宝
生

の
謡
を
謡
ふ
、
こ
れ
だ
け
言
へ
ば
君
が
接
待
を
愛
す

る
理
由
は
明
瞭
に
な
る
」と
一
蹴
し
て
い
る
よ
う
に
、

ま
る
で
謡
・
語
リ
に
し
か
、
こ
の
曲
の
価
値
を
感
じ

て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。
こ
う
し
た《
摂
待
》の
捉
え

方
に
共
感
す
る
人
は
、
現
代
で
も
多
い
か
も
し
れ
な

い
。

　《
摂
待
》の
よ
う
に
シ
テ
の
所
作
が
少
な
く
、
謡
に

眼
目
が
あ
る
と
評
さ
れ
る
曲
に《
大
原
御
幸
》が
あ
る

が
、
こ
の
二
曲
は
歴
史
的
に
も
曲
構
成
と
し
て
も
似

て
い
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。《
大
原
御
幸
》の
謡
本
に
は
、

光
悦
謡
本
色
替
り
異
装
本
と
そ
れ
と
同
装
丁
の
観
世

身
愛
節
付
写
本
と
い
っ
た
豪
華
本
が
存
在
す
る
よ
う

に
、
こ
の
曲
は
謡
文
化
の
中
で
重
く
扱
わ
れ
て
い
た

作
品
で
あ
る
が
、《
摂
待
》も
ま
た
、
上
演
記
録
は
ほ

と
ん
ど
な
い
に
も
関
わ
ら
ず
、
光
悦
謡
本
な
ど
近
世

初
期
の
謡
本
に
所
収
さ
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。
ま

た《
大
原
御
幸
》も《
摂
待
》も
徳
川
綱
吉
・
家
宣
時
代

の
稀
曲
復
活
の
風
潮
の
中
で
発
掘
さ
れ
、
各
流
の
レ

パ
ー
ト
リ
ー
に
加
わ
っ
た
曲
で
あ
る
。
さ
ら
に
、《
大

原
御
幸
》は
シ
テ
が
ワ
キ
に
向
け
て
壇
の
浦
の
合
戦

を
回
顧
す
る
内
容
で
あ
る
の
に
対
し
て
、《
摂
待
》は

ワ
キ
が
シ
テ
に
向
け
て
屋
島
の
戦
い
を
昔
語
り
す
る

能
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
両
曲
は
歴
史
的
に
も
内
容

的
に
も
対
の
よ
う
な
関
係
に
あ
る
と
い
え
よ
う
。

　
た
だ
し
こ
の
両
曲
は
成
立
当
初
か
ら
、
謡
の
み
に

力
点
が
置
か
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
特
に《
摂

待
》は
、
そ
の
謡
・
語
リ
を
シ
テ
が
聞
く
演
技

4

4

4

4

も
重

要
で
あ
っ
た
。『
申
楽
談
儀
』に
次
の
よ
う
な
記
事
が

あ
る
。常

盛
の
能
に
、
物
語
、
弁
慶
な
ど
と
言
ふ
こ
と

に
に
は
変
る
べ
し
。
泣
き


女
問
う
こ
と
な

れ
ば
、
ほ
ろ
り
と
云
て
、
さ
る
か
ら
け
な
げ
に

有
べ
き
所
に
眼
を
着
け
て
言
ふ
べ
し
。（
日
本
思

想
大
系『
世
阿
弥
禅
竹
』）

こ
の「
弁
慶
な
ど
と
言
ふ
」が《
摂
待
》の
こ
と
だ
と
考

え
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
注
目
さ
れ
て
い
る
の
は
、

息
子
の
死
を
聞
く
母
の
演
技
で
あ
る
。
室
町
時
代
に

は
、
親
が
息
子
の
最
期
の
様
を
聞
く
能
が
い
く
つ
も

作
ら
れ
て
い
た
が（
伊
海「〈
逆
様
事
の
能
〉の
系
譜
―
《
隅
田

川
》へ
の
道
程
―
」『
能
楽
研
究
』四
五
号
、
二
〇
二
一
年
三
月
）
、

こ
れ
ら
の
能
は
人
間
に
と
っ
て
の
最
大
の
悲
劇
の
一

つ
で
あ
る
逆
様
事（
子
が
先
に
死
ぬ
こ
と
）
を
聞
く

4

4

場
面

に
こ
そ
、
シ
テ
の
演
技
の
工
夫
が
あ
っ
た
と
考
え
ら

れ
る
。

　
こ
う
し
た
劇
構
造
を
も
つ
能
で
あ
る
の
な
ら
、
母

に
聞
か
せ
る
戦
語
り
自
体
に
も
、
そ
れ
に
ふ
さ
わ
し

い
工
夫
が
あ
っ
て
し
か
る
べ
き
だ
ろ
う
。
義
経
一
行

が
佐
藤
継
信
・
忠
信
兄
弟
の
母
の
許
を
訪
ね
、
継
信

の
最
期
を
語
る
と
い
う
物
語
を
も
つ
作
品
に
は
、《
摂

待
》以
外
に『
義
経
記
』と
幸
若
舞
曲「
八
島
」が
あ
る
。

前
者
は
母
に
語
っ
た
物
語
自
体
は
書
か
れ
て
お
ら
ず
、

後
者
は
合
戦
後
に
忠
信
が
継
信
の
行
方
を
尋
ね
る
展

開
に
な
る
な
ど
、《
摂
待
》と
は
内
容
に
大
差
が
あ
る
。

こ
の
能
と
類
似
し
た
継
信
討
死
譚
を
語
る
の
は『
平

家
物
語
』諸
本
で
あ
る
が
、
ま
っ
た
く
同
じ
で
は
な

く
、
次
の
二
つ
の
差
異
が
あ
る
。

　
一
つ
は
、
継
信
の
勇
敢
さ
が
印
象
的
に
描
か
れ
て

い
る
と
い
う
点
で
あ
る
。『
平
家
物
語
』に
お
け
る
継

信
が
義
経
の
身
代
わ
り
と
な
り
教
経
の
弓
に
倒
れ
る

場
面
は
、
諸
本
に
よ
っ
て
小
異
が
あ
る
が
、

な
か
に
も
ま
ッ
さ
き
に
す
ゝ
む
だ
る
奥
州
の
佐

藤
三
郎
兵
衞
が
、
弓
手
の
肩
を
馬
手
の
ワ
キ

へ
つ
ツ
と
ゐ
ぬ
か
れ
て
、
し
ば
っ
し
も
た
ま
ら
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ず
、
馬
よ
り
さ
か
さ
ま
に
ど
う
ど
お
つ
。（
覚
一

本
。
日
本
古
典
文
学
大
系『
平
家
物
語
』。
以
下
同
）

と
、
継
信
の
討
死
が
叙
事
的
に
記
さ
れ
て
い
る
だ
け

で
あ
る
。
対
し
て《
摂
待
》は
、

継
信
は
心
勝
り
の
剛
の
人
に
て
。
御
馬
の
前
に

か
け
塞
が
つ
て
。
義
経
こ
れ
に
あ
り
と
に
つ
こ

と
笑
ひ
て
ひ
か
へ
た
ま
ふ
。
さ
て
其
時
に
教
経

は
。
引
設
け
た
る
弓
な
れ
ば
。
矢
坪
を
指
し
て

ひ
や
う
と
放
つ
。
誤
た
ず
継
信
が
着
た
り
け
る
。

鎧
の
胸
板
押
し
つ
け
揚
巻
。
か
け
ず
た
ま
ら

ず
つ
つ
と
射
通
し
。
後
に
控
へ
給
ふ
わ
が
君
の
。

御
着
背
長
の
草
摺
に
は
つ
た
と
射
留
む（
能
楽
研

究
所
蔵
堀
池
忠
清
節
付
本
の
表
記
を
改
め
る
。
以
下
同
）

と
、
継
信
を
射
た
矢
が
義
経
の
草
摺
で
止
ま
っ
た
と

語
ら
れ
、
継
信
が
義
経
の
身
代
わ
り
に
討
た
れ
た
こ

と
が
よ
り
鮮
明
に
な
っ
て
い
る
。
し
か
も
、
そ
の
継

信
は
自
分
が
義
経
で
あ
る
と
名
乗
り
、「
に
つ
こ
」と

笑
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
描
写
は『
平

家
物
語
』諸
本
に
な
い
も
の
だ
が
、『
源
平
盛
衰
記
』

巻
第
二
十「
八
牧
夜
討
」に
見
え
る
強
弓
の
関
屋
八
郎

の
よ
う
に
、
軍
記
物
語
に
は
決
戦
に
お
よ
び
不
敵
に

笑
う
武
者
の
姿
が
散
見
す
る
。
笑
う
継
信
の
姿
は
こ

の
剛
者
の
描
写
と
重
な
る
も
の
で
あ
り
、
こ
う
し
て

継
信
の
気
丈
さ
を
伝
え
る
こ
と
で
、
物
語
内
で
は
母

へ
の
僅
か
な
罪
滅
ぼ
し
と
な
り
、
劇
効
果
と
し
て
は

こ
の
悲
劇
を
際
立
た
せ
る
フ
ァ
ク
タ
ー
に
な
り
得
る

だ
ろ
う
。

　
も
う
一
つ
は
、
臨
終
の
砌
の
継
信
の
言
葉
で
あ
る
。

《
摂
待
》に
お
け
る
八
島
語
り
の
場
面
は
、
継
信
が
射

ら
れ
る
様
を
弁
慶（
ワ
キ
）が
語
る［
語
リ
］、
母
が
そ

の
最
期
の
様
子
を
さ
ら
に
問
い
か
け
る［
掛
ヶ
合
］

［
歌
］、
継
信
が
義
経
の
前
で
最
後
の
言
葉
を
吐
露

す
る［
ク
セ
］か
ら
成
る
。
こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
、

最
後
の［
ク
セ
］の
内
容
で
あ
る
。『
平
家
物
語
』で
は
、

残
息
奄
々
た
る
様
子
の
継
信
が
義
経
ら
に「
君
の
御

世
に
わ
た
ら
せ
給
は
ん
を
見
ま
い
ら
せ
で
、
死
に
候

は
ん
事
こ
そ
口
惜
し
覚
候
へ
」（
覚
一
本
）
と
、
義
経

の
身
代
り
と
な
っ
た
継
信
が
、
今
際
の
際
で
も
主
君

の
栄
達
を
信
ず
る
姿
を
描
い
て
い
る
。

　
対
し
て《
摂
待
》は

継
信
そ
の
時
に
。
息
の
下
よ
り
申
す
や
う
。
弓

矢
取
る
身
の
。
御
身
代
り
に
立
つ
事
二
世
の
願

ひ
や
三
世
の
御
恩
を
少
し
報
謝
す
る
。
命
の
軽

き
身
は
露
塵
何
か
惜
し
か
ら
ん
。
さ
り
な
が
ら

故
郷
に
。
八
旬
に
及
ぶ
母
と
十
に
余
る
わ
ら
ん

べ
。
こ
れ
ら
が
不
便
さ
ぞ
。

と
、
最
期
に
母
と
子
へ
の
心
残
り
を
語
る〝
遺
言
〟と

な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
戦
場
で
義
経
た
ち
に
残
し

た
言
葉
で
あ
る
が
、
ま
る
で
母
に
聞
か
せ
る
た
め
の

語
リ
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
以
上
の
二
つ
の
差
異
を
踏
ま
え
る
と
、《
摂
待
》の

八
島
語
り
は
屋
島
の
合
戦
の
一
齣
を
切
り
取
っ
た
も

の
で
は
な
く
、
継
信
の
母
が
聞
く
た
め
の
語
リ
と
し

て
創
出
さ
れ
て
い
る
と
捉
え
ら
れ
る
。
前
述
の
と
お

り
、
室
町
時
代
に
は
逆
様
事
を
描
く
能
の
一
群
が
存

在
し
た
が
、《
摂
待
》の
八
島
語
り
の
小
段
構
成
は
、

同
じ
く
息
子
の
最
期
を
母
が
聞
く《
藤
戸
》と
同
一
で

あ
る
。
親
が
息
子
の
最
期
を
聞
く
場
面
に
は
、
そ

の
悲
劇
性
を
際
立
た
せ
る
形
式
が
築
か
れ
て
い
た
が
、

《
摂
待
》の
場
合
は
そ
の
語
リ
自
体
に
も
、
母
の
悲
哀

を
引
き
出
す
た
め
の
創
意
が
内
包
さ
れ
て
い
る
の
で

あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
死
に
ゆ
く
継
信
が
母
へ
の
心
残
り
を

吐
露
す
る
物
語
は《
摂
待
》だ
け
に
あ
る
わ
け
で
は
な

い
。
管
見
に
入
っ
た
限
り
、『
平
家
物
語
』
諸
本
の

う
ち
、
屋
代
本
と
八
坂
系
諸
本
と
呼
ば
れ
る
一
群

の
中
に
、
母
に
つ
い
て
触
れ
る
テ
キ
ス
ト
が
存
在
す

る
。
た
と
え
ば
屋
代
本
で
は
、
継
信
が「
先
奥
州
に

留
置
候
し
老
母
を
今
一
度
見
候
は
ぬ
事
、
さ
ら
は
君

の
世
に
渡
せ
給
は
ぬ
す
る
事
を
見
進
せ
ず
し
て
、
先

立
進
せ
候
事
こ
そ
、
黄
泉
路
の
障
と
も
成
ぬ
へ
う
候

へ
」（『
屋
代
本
高
野
本
対
照 

平
家
物
語
』の
表
記
を
改
め
る
）

と
述
べ
て
い
る
。
従
来
の
研
究
の
定
石
に
従
え
ば
、

能
の
作
者
は
こ
う
し
た『
平
家
物
語
』諸
本
を
選
択
し

て
、
作
能
し
た
と
考
え
る
べ
き
だ
ろ
う
が
、
そ
の
逆
、

す
な
わ
ち
能
が『
平
家
物
語
』の
本
文
に
影
響
を
与
え

た
と
考
え
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
か
。『
平
家
物
語
』は
義

経
の
身
代
り
に
な
っ
た
継
信
が
、
そ
の
死
で
は
な
く
、

主
君
の
出
世
を
見
届
け
ら
れ
な
い
こ
と
に
未
練
を
残

す
、
と
い
う
主
君
恩
愛
譚
と
し
て
統
一
さ
れ
て
い
る
。

そ
の
物
語
で
、
継
信
が
母
へ
の
未
練
を
漏
ら
す
の
は

唐
突
感
が
あ
る
。
一
方
、《
摂
待
》は
こ
の
母
へ
の
思

い
が
不
可
欠
な
の
で
あ
る
。
こ
の
両
作
品
の
趣
向
を

考
慮
す
る
と
、《
摂
待
》で
語
ら
れ
た
要
素
を
、『
平

家
物
語
』の
一
部
の
諸
本
が
摂
取
し
た
可
能
性
を
考

え
た
く
な
る
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、《
摂
待
》と
先
の

平
家
諸
本
の
文
言
が
酷
似
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
ま

た《
摂
待
》の
場
合
は
継
信
が
遺
児
へ
思
い
も
述
べ
て

い
る
な
ど
、
重
要
な
差
異
も
あ
る
。『
平
家
物
語
』諸

本
の
成
立
論
も
看
過
出
来
な
い
だ
ろ
う
。
こ
れ
だ
け

で
自
説
を
強
弁
で
き
な
い
が
、
問
題
提
起
と
し
て
記

し
て
お
き
た
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
法
政
大
学
教
授
）


