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梅
崎
春
生
『
桜
島
』
ー
美
し
い
死
ー 

 

甲
山 

羊
二 

  

梅
崎
春
生
の
『
桜
島
』
は
、
昭
和
二
十
一
年
九
月
「
素
直
」

創
刊
号
に
収
録
さ
れ
、
昭
和
二
十
三
年
三
月
に
大
地
書
房
よ

り
刊
行
さ
れ
た
短
編
小
説
で
あ
る
。
著
者
に
と
っ
て
『
風
宴
』

に
続
く
二
作
目
の
発
表
作
品
と
い
う
こ
と
に
な
る
。 

 

本
作
品
の
特
徴
は
、
日
常
的
に
蔓
延
す
る
二
人
称
的
ま
た

は
三
人
称
的
死
、
目
前
に
迫
り
く
る
仮
定
的
か
つ
一
人
称
的

死
、
そ
れ
ら
全
て
の
死
を
、
ひ
と
つ
の
死
と
捉
え
て
い
る
と

こ
ろ
で
あ
る
。
死
は
恐
怖
を
伴
う
。
し
か
も
戦
時
下
に
お
け

る
死
は
無
残
で
あ
る
。
そ
こ
に
あ
え
て
美
を
求
め
る
こ
と
に

よ
り
、
死
を
現
実
か
ら
昇
華
さ
せ
よ
う
と
す
る
。
そ
う
し
た

「
私
」
の
思
索
と
探
究
と
が
随
所
に
み
ら
れ
る
と
こ
ろ
に
、

他
の
戦
争
文
学
に
は
見
ら
れ
な
い
特
異
さ
が
あ
る
。 

「
私
」
が
求
め
よ
う
と
し
た
美
し
い
死
と
は
ど
の
よ
う
な
も

の
か
。
否
応
な
く
迫
り
来
る
死
、
そ
こ
に
あ
え
て
美
を
求
め

る
と
い
う
の
は
、
む
し
ろ
逃
避
に
他
な
ら
な
い
の
で
は
な
い

か
。
そ
う
し
た
矛
盾
に
つ
い
て
の
説
き
明
か
し
が
、
「
私
」

の
思
惑
そ
の
も
の
と
し
て
描
写
さ
れ
て
い
る
。
自
ら
の
体
験

を
主
観
的
に
、
そ
し
て
小
説
と
し
て
著
わ
す
。
梅
崎
春
生
に

よ
る
そ
う
し
た
指
向
が
冷
静
で
あ
る
が
故
に
、
読
者
も
ま
た

死
の
考
察
へ
と
自
然
に
引
き
込
ま
れ
て
い
く
。 

 

戦
時
下
に
お
け
る
死
。
そ
し
て
美
し
い
死
。
こ
れ
ら
は
一

見
逆
行
す
る
か
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
あ
る
意
味

に
お
い
て
は
正
論
と
も
受
け
取
れ
る
。
そ
れ
は
死
へ
の
強
い

欲
求
に
よ
る
も
の
で
は
な
い
。
死
を
待
ち
望
む
こ
と
と
も
異

な
る
。
情
緒
的
な
死
と
も
一
線
を
画
す
。
「
私
」
が
帰
着
し

た
美
し
い
死
と
は
、
覚
悟
を
伴
っ
た
死
、
ま
さ
に
そ
れ
そ
の

も
の
に
他
な
ら
な
い
。
従
っ
て
、
こ
こ
で
の
美
し
さ
と
は
、

視
覚
的
な
も
の
と
は
全
く
無
関
係
な
も
の
で
あ
る
。 

 

右
耳
の
な
い
妓
と
、
死
の
恐
怖
と
死
に
方
に
つ
い
て
語
ら

れ
る
。
そ
こ
で
「
私
」
は
瞬
間
的
に
死
を
身
近
な
も
の
と
感

じ
る
。
た
だ
し
、
そ
れ
故
に
、
死
に
対
す
る
不
吉
さ
を
覚
え

る
。
そ
こ
に
は
覚
悟
は
な
い
。
覚
悟
の
欠
如
が
死
へ
の
恐
怖

へ
と
繋
が
り
、
死
を
一
層
身
近
な
も
の
と
し
て
捉
え
る
感
覚

と
直
結
し
て
い
く
。
深
ま
る
思
索
は
恐
怖
を
妨
げ
る
方
法
で

は
な
い
。
そ
れ
は
「
私
」
に
と
っ
て
覚
悟
を
生
み
出
し
て
い

く
為
の
、
深
遠
な
行
為
そ
の
も
の
で
あ
っ
た
。 

死
ぬ
の
は
、
恐
く
な
い
。
い
や
、
恐
く
な
い
こ
と
は
な

い
。
は
っ
き
り
と
言
え
ば
、
死
ぬ
こ
と
は
、
い
や
だ
。
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し
か
し
、
ど
の
道
死
な
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
な
ら
、
私
は
、

納
得
し
て
死
に
た
い
の
だ
。（『
桜
島
』
作
中
よ
り
） 

 

作
中
に
お
け
る
「
私
」
の
思
索
と
は
、
ま
さ
に
探
求
そ
の

も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
生
ま
れ
て
か
ら
今
日
ま
で
続
く
、
生

活
の
な
か
で
の
必
然
と
し
た
行
為
で
あ
る
。
そ
う
し
た
行
為

が
、
死
を
目
前
と
し
た
状
況
下
に
お
い
て
、
更
に
研
ぎ
澄
ま

さ
れ
、
美
し
い
死
、
納
得
の
上
で
の
死
、
覚
悟
を
も
っ
て
の

死
へ
と
美
化
さ
れ
て
い
く
。
そ
う
し
て
、
死
は
そ
の
瞬
間
で

し
か
分
か
ら
な
い
も
の
と
す
る
。
こ
れ
ら
は
「
私
」
に
と
っ

て
、
死
に
つ
い
て
の
達
観
を
意
味
す
る
の
だ
ろ
う
。 

 

し
か
し
、
実
際
に
死
を
目
の
前
に
し
た
時
、
「
私
」
は
生

へ
の
執
着
を
思
い
自
嘲
す
る
。
そ
れ
は
生
き
て
い
る
人
間
の
、

死
に
つ
い
て
の
思
索
が
脆
弱
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
は
な

い
。
生
き
る
こ
と
の
儚
さ
、
自
ら
の
内
に
あ
る
臆
病
さ
を
痛

感
し
た
か
ら
だ
ろ
う
。
見
張
り
の
男
の
死
体
を
目
の
前
に
す

る
こ
と
で
、
破
滅
の
う
ち
に
潜
む
醜
悪
を
覗
き
見
る
こ
と
に

な
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
生
き
る
こ
と
の
情
熱
が

呼
び
覚
ま
さ
れ
て
い
く
。
死
を
直
視
す
る
こ
と
に
よ
り
、
こ

こ
か
ら
「
私
」
の
生
は
真
実
さ
を
帯
び
る
も
の
と
な
る
の
で

あ
る
。 

 

一
方
で
、
見
張
り
の
男
に
つ
い
て
の
死
の
描
写
は
、
美
し

い
死
に
つ
い
て
の
解
答
と
も
な
り
得
る
。
そ
こ
に
は
苦
痛
の

形
跡
は
微
塵
も
見
ら
れ
な
い
。
そ
こ
に
あ
る
の
は
、
平
凡
な

市
井
人
の
表
情
で
し
か
な
い
。
よ
っ
て
、
「
私
」
の
死
へ
の

恐
怖
は
前
面
に
は
表
れ
な
い
。
男
の
死
に
見
ら
れ
る
の
は
、

普
通
の
、
至
極
一
般
的
な
も
の
で
し
か
な
い
。
現
実
の
死
で

あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
一
切
の
恐
怖
を
伴
わ
な
い
死
、
真

逆
と
も
い
え
る
死
の
様
相
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。 

 

生
き
て
い
る
と
い
う
、
い
わ
ば
生
の
実
感
を
味
わ
っ
た
者

だ
け
に
与
え
ら
れ
る
死
に
つ
い
て
の
指
向
は
、
惰
性
的
感
覚

の
な
か
で
は
全
く
意
味
を
な
さ
な
い
。
覚
悟
を
内
に
秘
め
た

者
だ
け
に
、
美
し
い
死
へ
と
至
る
決
定
的
要
件
が
与
え
ら
れ

る
。
で
は
、
こ
こ
で
の
覚
悟
と
は
、
一
体
ど
の
よ
う
な
も
の

な
の
か
。
こ
れ
こ
そ
が
、
作
者
の
戦
争
体
験
の
核
を
な
す
も

の
で
あ
る
と
同
時
に
、
私
小
説
に
お
い
て
の
、
作
者
個
人
の

思
想
信
条
の
根
幹
に
な
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
る
。 

例
え
ば
、
知
覧
や
万
世
や
鹿
屋
に
お
い
て
は
、
そ
こ
に
散

華
と
い
う
美
化
さ
れ
た
言
葉
が
鎮
座
す
る
。
こ
れ
は
空
の
持

つ
遥
か
彼
方
と
い
う
印
象
が
大
き
く
関
与
す
る
。
し
か
し
、

水
上
特
攻
の
震
洋
も
ま
た
回
天
と
同
様
に
、
計
り
知
れ
な
い

孤
独
、
そ
こ
に
海
の
持
つ
暗
澹
た
る
印
象
が
加
わ
る
こ
と
で
、

そ
の
悲
惨
さ
は
倍
増
す
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
死
は
恐
怖
の
対

象
で
あ
り
、
ま
た
無
念
の
対
象
で
も
あ
り
、
生
へ
の
執
着
を

持
た
ざ
る
を
得
な
い
と
い
っ
た
結
果
を
導
く
。 



21  梅崎春生「桜島」 

 
生
き
よ
う
と
す
る
情
熱
が
、
現
実
に
あ
る
死
の
中
に
介
入

す
る
こ
と
で
、
死
に
対
す
る
新
た
な
思
惑
が
構
築
さ
れ
て
い

く
。
そ
う
し
て
生
と
死
へ
の
主
体
的
な
取
り
組
み
が
開
始
さ

れ
る
。
こ
れ
こ
そ
が
死
の
覚
悟
で
あ
る
。
覚
悟
は
単
に
死
に

の
み
に
向
け
ら
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
生
に
対
し
て
も
同
等

に
向
け
ら
れ
る
。
そ
こ
で
よ
う
や
く
美
し
い
死
と
い
う
文
学

的
表
現
に
ま
で
至
る
。
覚
悟
の
な
い
と
こ
ろ
に
、
生
も
死
も

な
い
。
同
様
に
、
美
し
さ
な
ど
も
あ
り
得
な
い
。 

 

美
し
い
死
が
覚
悟
に
起
因
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
こ
そ

が
納
得
で
き
る
死
で
あ
る
と
す
る
根
拠
は
、
作
中
の
最
後
の

描
写
に
も
見
ら
れ
る
。
終
戦
の
御
詔
勅
後
、
吉
良
兵
曹
長
の

表
情
が
一
変
す
る
。
軍
刀
を
持
つ
兵
曹
長
に
続
い
て
、
暗
号

室
に
向
か
う
「
私
」
は
、
い
よ
い
よ
そ
の
覚
悟
を
実
践
す
る

こ
と
に
な
る
。
こ
こ
は
そ
れ
を
類
推
で
き
る
場
面
で
あ
る
。

「
天
上
の
美
し
さ
」
は
、「
美
し
い
死
」
と
「
美
し
い
覚
悟
」

の
両
面
を
な
す
、
象
徴
的
表
現
と
し
て
描
か
れ
る
。 

 

生
と
死
が
対
極
に
あ
る
も
の
で
は
な
く
、
ま
た
相
対
的
な

も
の
で
も
な
く
、
常
に
隣
り
合
わ
せ
に
あ
る
も
の
、
生
と
死

は
一
体
の
も
の
、
そ
れ
ら
を
、
本
作
品
は
積
極
的
に
訴
え
て

く
る
。
生
の
な
か
に
死
は
必
然
と
存
在
し
、
死
の
な
か
に
生

は
厳
然
と
存
在
す
る
。
生
と
死
は
、
生
へ
の
情
熱
と
、
死
へ

の
覚
悟
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
が
充
満
し
た
内
容
を
持
つ
に

至
る
。
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
そ
こ
に
は
「
人
間
」
が
表
れ

る
。『
桜
島
』
は
そ
の
こ
と
を
教
示
し
て
く
れ
る
。 
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