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司
馬
遼
太
郎
は
宮
本
武
蔵

に
つ
い
て
二
冊
書
い
て
い

る
。『
真
説
宮
本
武
蔵
』（
講

談
社
文
庫
）
で
は
武
蔵
と
同

じ
１
５
８
２
年
（
天
正
10
）

に
生
ま
れ
た
幕
臣
・
渡
辺
幸

庵
の
聞
書
き
を
引
用
す
る
。

幸
庵
は
徳
川
家
光
の
弟
・
忠

長
の
付
家
老
に
な
り
、
柳
生

宗
矩
か
ら
免
許
皆
伝
を
受

け
、１
７
１
１
年
（
宝
永
８
）

に
１
３
０
歳
で
没
し
た
と
い

う
。

　
武
蔵
は
宗
矩
よ
り
は
る
か

に
強
か
っ
た
が
、
そ
れ
ほ
ど

強
い
武
蔵
が
、
将
軍
家
の
師

範
・
宗
矩
と
立
ち
合
う
こ
と

は
無
理
と
し
て
も
そ
の
門
下

の
達
人
や
小
野
次
郎
右
衛
門

な
ど
剣
歴
の
明
ら
か
な
達
人

と
立
ち
合
わ
な
か
っ
た
と
い

う
「
武
蔵
非
名
人
説
」
の
根

拠
と
な
っ
て
い
る
疑
問
に
対

し
て
、
武
蔵
は
、
生
涯
風
呂

に
も
入
ら
ず
風
采
も
上
が
ら

ず
「
偏
執
者
に
近
い
け
ん
介

孤
高
な
性
格
」
で
あ
っ
た
の

で
権
門
に
近
づ
か
な
か
っ
た

か
ら
で
あ
る
と
い
う
。

　
一
方
、
司
馬
は
、
武
蔵
は

武
芸
だ
け
で
な
く
詩
歌
茶
道

な
ど
諸
芸
に
長
じ
お
り
天
才

で
あ
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な

い
と
し
て
、『
五
輪
書
』
の

文
章
を
絶
賛
し
て
い
る
。

　
明
治
以
前
の
文
章
家
の
な

か
で
、
平
易
達
意
の
名
文
家

は
、
著
者
不
明
の
『
歎
異

抄
』
や
室
町
末
期
に
本
願
寺

道
を
求
め
る
技
能
者
の
剣
で

あ
り
、
小
次
郎
は
単
に
早
さ

だ
け
を
競
う
技
術
者
の
剣
で

あ
る
と
す
る
。

　
司
馬
遼
太
郎
は
吉
川
英
治

の
「
魂
を
磨
」
い
た
り
人
間

形
成
を
す
る
武
蔵
像
は
な

赤
羽
根
龍
夫

司
馬
遼
太
郎
『
宮
本
武
蔵
』

司
馬
遼
太
郎
『
宮
本
武
蔵
』

を
中
興
し

た
蓮
如
上

人
（
白
骨

の
文
章
）

と
宮
本
武

蔵
の
ほ
か

は
み
ら
れ

な
い
。

　
小
説
形
式
で
書
か
れ
た

『
宮
本
武
蔵
』（
朝
日
文
庫
）

で
は
、
吉
川
英
治
が
武
蔵
の

剣
と
小
次
郎
の
剣
の
違
い
を

「
剣
と
技
や
力
の
剣
」
と
し

た
の
に
対
し
、
武
蔵
の
剣
は

い
。
む
し
ろ
吉
川
英
治
の
そ

う
し
た
修
養
的
な
武
蔵
像
を

覆
す
こ
と
に
執
念
を
燃
や
し

た
と
言
え
な
く
も
な
い
。

　
し
か
し
、
司
馬
遼
太
郎
も

吉
川
英
治
と
同
じ
よ
う
に
、

武
蔵
の
最
終
目
的
を
「
大
将

と
し
て
の
指
揮
」
お
よ
び
政

治
に
関
わ
る
「
大
な
る
兵

法
」
の
実
践
者
た
ら
ん
と
し

た
と
い
う
視
点
を
堅
持
し
て

い
る
。
た
だ
吉
川
英
治
が
そ

こ
に
武
蔵
の
真
面
目
を
見
て

い
る
の
に
対
し
、
司
馬
遼
太

郎
は
そ
こ
に
武
蔵
の
時
代
錯

誤
的
な
滑
稽
な
姿
を
見
て
い

る
。

　
司
馬
遼
太
郎
の
武
蔵
に
対

す
る
歴
史
認
識
に
は
吉
川
英

治
の
よ
う
な
修
養
的
な
発
想

は
な
か
っ
た
が
、
や
は
り
武

蔵
を
江
戸
中
期
以
降
の
儒
教

精
神
か
ら
見
る
眼
に
曇
ら
さ

れ
て
お
り
、
武
蔵
を
戦
国
時

代
末
期
か
ら
江
戸
時
代
初
期

に
生
き
た
人
物
で
あ
る
と
正

し
く
位
置
付
け
る
こ
と
が
出

来
な
か
っ
た
。

　
歴
史
上
の
武
蔵
は
『
五
輪

書
』
で
も
「
勝
つ
」「
敵
に

勝
つ
」
と
何
度
も
書
い
て
い

る
よ
う
に
、
29
歳
の
巌
流
島

を
最
後
に
決
闘
は
や
め
て

も
、
天
下
一
の
兵
法
者
た
ら

ん
と
ひ
た
す
ら「
兵
法
の
理
」

を
求
め
た
武
芸
者
で
あ
り
、

そ
こ
に
武
蔵
の
真
面
目
と
偉

大
さ
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
武
蔵
の
江
戸
時
代
に
な
っ

て
も
大
将
や
治
世
者
た
ら
ん

と
し
た「
い
や
ら
し
い
天
才
」

像
は
司
馬
遼
太
郎
が
武
蔵
に

付
け
加
え
た
虚
像
で
あ
っ

て
、
武
蔵
の
実
像
か
ら
は
か

け
離
れ
て
い
る
。

　
さ
ら
に
司
馬
遼
太
郎
は
吉

川
英
治
同
様
、
武
蔵
は
「
剣

禅
一
如
」
を
求
め
た
と
考
え

て
い
る
。

　
彼
自
身
、
こ
の
若
さ
で
は

な
お
途
上
の
ひ
と
で
あ
り
、

た
だ
禅
に
す
が
り
、
禅
に

よ
っ
て
剣
を
考
え
、
さ
ら
に

剣
理
よ
り
も
さ
ら
に
そ
れ
以

上
の
空
の
心
境
に
ま
で
自
分

を
深
め
よ
う
と
し
て
い
た
。

　
武
蔵
に
「
万
理
一
空
」
と

い
う
語
が
あ
る
の
で
武
蔵
と

禅
を
結
び
つ
け
る
が
、「
万

理
一
空
」
は
相
手
の
見
え
な

い
動
き
の
中
か
ら
意
図
を
見

る
と
い
う
剣
の
術
理
の
問
題

で
あ
り
、
仏
教
的
・
精
神
的

な
「
空
」
と
は
関
係
は
な
い
。

　
司
馬
遼
太
郎
の
真
骨
頂
は

幕
末
史
で
あ
り
、
土
方
歳
三

を
描
い
た
『
燃
え
よ
剣
』
は

素
晴
ら
し
い
！

（
神
奈
川
歯
科
大
名
誉
教
授
）

江
戸
時
代
、
大
正
、
昭
和
の

４
つ
の
時
間
軸
で
で
き
あ

が
っ
た
物
語
が
鎌
倉
と
い
う

共
通
の
場
所
で
、
１
つ
に
繋

が
っ
て
い
る
。

　「
果
た
し
て
こ
の
四
重
奏

が
調
和
の
と
れ
た
音
楽
を
奏

で
て
い
る
か
ど
う
か
」
と
あ

と
が
き
に
書
い
て
い
る
。

　
園
芸
が
趣
味
で
、こ
の
１
、

２
年
は
コ
ロ
ナ
禍
で
中
止
し

て
い
る
が
、
毎
年
５
月
に
自

宅
の
イ
ン
グ
リ
ッ
シ
ュ
ガ
ー

デ
ン
を
公
開
し
て
い
る
。

　
１
９
８
０
円
（
税
込
み
）、

港
の
人
刊
。

『宮本武蔵』司馬遼太
郎著（朝日新聞出版）

も
の
。
昨
年
、

仕
事
を
リ
タ
イ

ア
し
、
本
腰
を

入
れ
て
そ
れ
を

ま
と
め
て
出
版

し
た
。

　
鎌
倉
時
代
、

　
鎌
倉
市
大
町
在
住
の
栂
野

陽
さ
ん
（
73
）
が
鎌
倉
を
舞

台
に
し
た
小
説
を
発
行
し
た

＝
写
真
。
栂
野
さ
ん
は
20
年

ほ
ど
前
、
東
京
か
ら
鎌
倉
へ

転
居
し
た
。
小
学
６
年
生
の

時
訪
れ
た
鎌
倉
に
魅
せ
ら
れ

て
以
来
、
折
に
触
れ
て
鎌
倉

を
訪
れ
て
い
た
と
い
う
。

小
説
を
書
き
始
め
た
の
は
、

大
学
時
代
で
、
学
内
の
同
人

雑
誌
に
参
加
し
て
い
た
。

　
今
回
の
作
品
は
、
10
年
ほ

ど
前
か
ら
鎌
倉
の
あ
ち
こ
ち

を
散
策
す
る
う
ち
に
鎌
倉
を

舞
台
に
し
た
物
語
を
作
っ
て

み
よ
う
と
思
い
立
ち
、
60
代

初
め
か
ら
書
き
貯
め
て
い
た

　
鎌
倉
の
寺
社
な
ど
37
カ
所

を
巡
り
、
解
説
と
現
地
で
詠

ん
だ
短
歌
を
10
首
ず
つ
紹
介

す
る
『
古
都
鎌
倉
』
が
刊
行

さ
れ
た
＝
写
真
。

　
地
図
に
番
号
入
り
で
場
所

も
示
さ
れ
て
い
る
の
で
、
短

歌
で
観
光
の
ポ
イ
ン
ト
を
お

さ
え
な
が
ら
古
都
を
散
策
で

き
る
。

　「
参
道
は
海
に
連
な
り
頼

朝
に
海
路
伊
豆
へ
の
思
ひ
あ

り
け
む
」。
著
者
の
平
塚
宗

臣
さ
ん
は
若
宮
大
路
の
歌
を

詠
み
、
源
頼
朝
が
建
造
し
た

若
宮
大
路
の
参
道
は
由
比
ガ

浜
の
海
へ
と
伸
び
て
い
て
頼

朝
の
思
い
を
物
語
っ
て
い
る

こ
と
を
話
す
。

　
平
塚
さ
ん
は
、
銀
行
の
副

頭
取
を
65
歳
で
退
任
後
、
郷

土
史
と
短
歌
の
勉
強
を
始
め

た
。三
枝
昂
之
氏
に
師
事
し
、

運
動
と
頭
の
体
操
に
と
今
も

毎
週
講
座
に
通
っ
て
い
る
。

　
所
属
す
る
「
り
と
む
短
歌

会
」
の
会
報
に
６
年
に
渡
り

掲
載
し
て
き
た
作
品
に
手
を

加
え
て
１
冊
の
本
に
ま
と

め
た
。
１
０
０
年
後
も
使

え
る
オ
ン
リ
ー
ワ
ン
の
歌
集

を
つ
く
ろ
う
と
思
っ
た
と
い

う
。
現
在
、
日
本
歌
人
ク
ラ

ブ
会
員
、
所
沢
郷
土
美
術
館

館
長
。

　
１
１
０
０
円
（
税
込
み
）

角
川
文
化
振
興
財
団
刊
。

　
◆
読
者
プ
レ
ゼ
ン
ト
著
者

の
ご
好
意
で
５
名
様
に
。
往

復
ハ
ガ
キ
に
住
所
、
氏
名
、

年
齢
、
電
話
番
号
、
鎌
倉
朝

日
の
感
想
を
書
い
て
１
面
題

字
下
住
所
の
鎌
倉
朝
日
へ
。

12
月
10
日
必
着
。多
数
抽
選
。

歩
き
、
身
体
に
障
害
を
持
っ

た
人
の
立
場
で
考
え
、
行
動

す
る
た
め
の
ゲ
ー
ム
も
あ
っ

た
。

　
由
比
ガ
浜
海
岸
で
は
、
マ

イ
ク
ロ
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
の
採

取
も
行
わ
れ
、
小
さ
な
ガ
ラ

ス
瓶
が
30
分
ほ
ど
で
い
っ
ぱ

い
に
な
っ
た
。

　
指
導
者
の
辰
巳
哲
夫
さ
ん

は
「
ボ
ー
イ
ス
カ
ウ
ト
の
基

本
は
よ
り
よ
き
社
会
人
を
つ

く
る
こ
と
。
多
く
の
子
ど
も

た
ち
に
参
加
し
て
ほ
し
い
」

と
話
し
て
い
た
。

張
り
付
け
て
オ
ラ
ン
ウ
ー
タ

ン
の
森
を
再
生
し
て
地
球
防

衛
団
に
な
っ
た
り
、
イ
ン
ド

や
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
の
貧
困

な
ど
の
ク
イ
ズ
に
答
え
な
が

ら
学
ん
だ
。
目
隠
し
を
し
て

は
、「
Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ
の
大
切
さ

を
体
験
し
て
ほ
し
い
」
と
挨

拶
。

　
園
児
か
ら
大
学
生
ま
で
そ

れ
ぞ
れ
の
団
が
会
場
を
巡

り
、
風
車
を
作
っ
て
エ
ネ
ル

ギ
ー
の
こ
と
を
考
え
た
り
、

紙
工
作
の
葉
っ
ぱ
や
果
物
を

　
令
和
３
年
度
湘
南
地
区
ス

カ
ウ
ト
ラ
リ
ー
が
11
月
３

日
、
鎌
倉
海
浜
公
園
で
行
わ

れ
た
＝
写
真
。

　
湘
南
地
区
の
ボ
ー
イ
ス
カ

ウ
ト
と
そ
の
指
導
者
が
集
ま

り
、
ゲ
ー
ム
を
通
じ
て
交
流

し
、
ス
カ
ウ
ト
運
動
へ
の
理

解
を
深
め
る
催
し
で
、
昨
年

は
コ
ロ
ナ
禍
で
ネ
ッ
ト
開
催

だ
っ
た
。
会
場
に
一
堂
に

会
す
の
は
２
年
ぶ
り
で
約

５
０
０
人
が
参
加
し
た
。

　
テ
ー
マ
は
「
私
た
ち
に
今

で
き
る
こ
と
」
～
わ
か
り
や

す
く
理
解
で
き
る
Ｓ
Ｄ
Ｇ

ｓ
。
開
会
式
で
協
議
会
長
・

大
会
長
の
太
田
利
子
さ
ん

撮
り
、
日
ご
ろ
か
ら
土
と
親

し
ん
で
い
る
こ
と
、
Ｓ
Ｄ
Ｇ

ｓ
活
動
支
援
セ
ン
タ
ー
賞
の

建
長
寺
・
鎌
倉
市
観
光
協
会

は
、
建
長
寺
に
伝
承
さ
れ
て

い
る
「
建
長
汁
（
け
ん
ち
ん

じ
る
）」
の
も
っ
た
い
な
い

精
神
な
ど
を
各
々
語
っ
た
。

と
を
紹
介
。
市
議
会

議
長
賞
の
大
森
剛
琉

さ
ん
は
学
生
団
体

「
ヨ
リ
ド
モ
」
を
主

宰
し
、
海
岸
で
の
ご

み
拾
い
イ
ベ
ン
ト
な

ど
を
開
催
し
て
い
る

こ
と
、
鎌
倉
朝
日
賞

の
佐
藤
秀
樹
さ
ん
は

家
庭
菜
園
の
ネ
ギ
坊

主
と
親
子
の
風
景
を

ん
だ
り
＝
写
真
上
、
ほ
く
ほ

く
の
焼
き
芋
に
舌
鼓
を
打
つ

子
ど
も
の
姿
も
見
ら
れ
た
。

　
13
日
は
「
第
３
回
Ｓ
Ｄ
Ｇ

ｓ
フ
ォ
ト
コ
ン
テ
ス
ト
」
の

表
彰
式
が
あ
り
＝
写
真
下
、

受
賞
者
が
Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ
へ
の
思

い
を
語
っ
た
。
大
賞
の
鎌
倉

市
長
賞
は
「
青
空
市
自
主
保

育
で
ん
で
ん
む
し
」
の
作
品

で
、
同
会
は
広
町
緑
地
を
拠

点
に
自
然
の
中
で
ご
み
を
出

さ
な
い
な
ど
環
境
に
留
意
し

た
取
り
組
み
を
し
て
い
る
こ

　
鎌
倉
で
市
民
活
動
を
し
て

い
る
団
体
が
成
果
発
表
や
情

報
を
発
信
す
る
「
第
23
回
か

ま
く
ら
市
民
活
動
フ
ェ
ス

テ
ィ
バ
ル
」
が
11
月
13
・
14

の
両
日
、鎌
倉
広
町
緑
地（
鎌

倉
市
津
）
で
開
か
れ
た
。
新

型
コ
ロ
ナ
感
染
拡
大
防
止
で

密
を
避
け
る
た
め
初
め
て
屋

外
で
行
わ
れ
、
木
洩
れ
日
の

中
で
の
展
示
や
、
樹
木
観
察

ツ
ア
ー
、
ネ
イ
チ
ャ
ー
ゲ
ー

ム
な
ど
が
あ
っ
た
。
竹
細
工

を
し
た
り
、
ガ
マ
の
葉
を
編

　
飯
塚
教
諭
は
「
今
回
英
語

が
う
ま
く
話
せ
な
か
っ
た
と

い
う
経
験
も
大
切
。
次
に
頑

張
ろ
う
と
い
う
気
持
ち
に
つ

な
が
れ
ば
」と
話
し
て
い
た
。

語
で
行
わ
れ
、
生
徒
た
ち
は

ネ
イ
テ
ィ
ブ
ス
ピ
ー
カ
ー
の

司
会
者
の
進
行
で
、
英
語
で

自
己
紹
介
を
し
た
。

　
日
本
文
化
の
紹
介
で
、「
福

笑
い
」
を
説
明
し
な
が
ら
実

演
し
た
薗
口
希
海
く
ん
た
ち

５
人
グ
ル
ー
プ
は
、
自
分
た

ち
の
意
向
が
う
ま
く
伝
え
ら

れ
ず
、
段
取
り
不
足
だ
っ
た

と
残
念
が
っ
た
。

　
紙
飛
行
機
を
紹
介
し
た
木

嶋
浩
平
く
ん
は
、「
は
じ
め

は
う
ま
く
話
せ
な
か
っ
た

が
、
だ
ん
だ
ん
と
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
が
と
れ
る
よ
う

に
な
っ
て
、
飛
行
機
が
飛
ぶ

と
喜
ん
で
く
れ
て
う
れ
し

か
っ
た
」
と
手
ご
た
え
を
つ

か
ん
だ
。

　
現
地
の
高
校
生
の
生
活
の

話
を
聞
い
た
り
、
イ
ロ
イ
ロ

市
や
ゴ
ミ
山
の
実
態
や
ス
ラ

ム
街
な
ど
の
映
像
を
見
た
り

し
て
町
の
様
子
を
学
ん
だ
。

い
て
通
信
し
た
。

　
こ
の
企
画
は
、
英

語
の
授
業
で
フ
ィ
リ

ピ
ン
の
ゴ
ミ
山
の
こ

と
を
学
習
す
る
こ
と

に
関
連
し
て
、
オ
ン

ラ
イ
ン
国
際
交
流

プ
ロ
グ
ラ
ム
を
提

供
す
るW

ウ
イ
ズ

ith T

ザhe 
W

ワ
ー
ル
ド

orld

（
神
戸
市
、

代
表
取
締
役
・
五
十

嵐
駿
太
さ
ん
）
の
協

力
で
実
現
し
た
。
ツ

ア
ー
中
の
会
話
は
英

　
鎌
倉
学
園
の
中
学
３
年
生

が
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
の
ス
ラ
ム

街
に
住
む
同
世
代
の
少
年
と

交
流
し
、
Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ
な
ど
に

つ
い
て
話
し
合
う
オ
ン
ラ
イ

ン
ス
タ
デ
ィ
ツ
ア
ー
が
行
わ

れ
た
＝
写
真
。

　
ツ
ア
ー
は
10
月
30
日
と
11

月
６
日
行
わ
れ
、
３
年
生

１
７
２
人
が
２
回
に
分
か
れ

て
参
加
。
大
半
が
自
宅
参
加

だ
っ
た
が
、
登
校
し
た
数
人

の
生
徒
は
担
任
の
飯
塚
直
輝

教
諭
と
各
々
パ
ソ
コ
ン
を
開

フ
ィ
リ
ピ
ン
と
国
際
交
流

鎌
倉
学
園
中
３
生
が
オ
ン
ラ
イ
ン
で

広
町
緑
地
で
発
表
と
交
流

広
町
緑
地
で
発
表
と
交
流

か
ま
く
ら
市
民
活
動
フ
ェ
ス

湘
南
地
区
ボ
ー
イ
ス
カ
ウ
ト
ラ
リ
ー

鎌
倉
で
Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ
の
大
切
さ
体
験

新刊
『
古
都
鎌
倉 

短
歌
を
携
え
て
巡
る

鎌
倉
の
神
社
・
仏
閣
』　  

平
塚
宗
臣 

著

『
鎌
倉
カ
ル
テ
ッ
ト
四
重
奏
』

栂
野　

陽　

著

『
鎌
倉
カ
ル
テ
ッ
ト
四
重
奏
』


