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「
口

ぶ

え
」
試

論

持

田

叙

子
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「
口
ぶ
え
」
は
、
大
正

三
年
三
月

二
十
四

日
か
ら
四
月
十
九
日
ま
で

『
日
刊

不

二
新
聞
』
に

二
十
五
段

に
分
け
て
連
載

さ
れ
た
、
折

口
信
夫

の

「
自
叙
伝
風

の
」
(
大
2

・
9

・
26
 
武
田
祐

吉
宛
書
簡

に
拠

る
。
)
小
説

で
あ
る
。

同
右
書

簡

に
よ
る
と
折

口
は
、
大
正

二
年
九
月
に
は
二
百
頁
余
の

「
口
ぶ
え
」
を
書
き

上
げ

て
い
た
ら
し
い
が
、
そ

の
草
稿

は
現
在
不
明

で
あ
る
。

と
こ
ろ
で

「
口
ぶ

え
」
は
折

口
の
他

の
小
説
、
「
神
の
嫁
」

や

「
死
老

の
書
」

と
共
に
全
集

二

十

四
巻
創
作
篇

に
収
録
さ
れ
て

い
る
が
、
そ

の
全
集
版
と

『
日
刊
不
二
新
聞
』
初

出
と

の
間
に
些
か
の
異
同
が
あ
る
。
折

口
博
士
記
念
古
代
研
究
所
に
は
、
折

口

所
蔵
の

『
日
刊
不
二
新
聞
』
所
載

「
口
ぶ
え
」

の
切
抜
が
保
存
さ

れ

て

い

る

が
、
そ

こ
に
は
本
文
右

に
折

口
の
手
で
改
訂

・
補
筆
が
書
き
込
ま
れ

て
い
る
。

全
集
版
は
そ
の
改
変

に
従

い
、
編
ま
れ
た
も

の
と
考
え
ら
れ
る
。
初
出
と
全
集

版
と

の
異
同
を
全
体
的

に
見
渡
す
と
、
内
容

に
関

る
大
き
な
異
同
は

一
～
三
段

に
お

い
て
目
立
ち
、
後

は
主
に
句
読
点

に
つ
い
て
入
念

な
改
変
が
施
さ
れ

て
い

る
。
特
に
読
点

に
は
非
常
な
神
経
が
払

わ
れ
、
初
出
に
は
な

か

っ
た
読
点
が
書

き
込
み

の
段
階
で
実

に
多
く

の
箇
所
に
挿
入
さ
れ
、
文
章

の
伝
え

る
意
味
を
よ

り
明
確

に
し
よ
う

と
す

る
折

口
の
強

い
意
志
が
う
か
が

わ
れ

る
。
這
空
短
歌
に

お
け
る
句
読
点
重
視

の
流
れ
と
あ
わ
せ
て
、
注
目
す
べ
き
点
で
あ

ろ
う
。
本
稿

に
お

い
て
は
、
句
読
点

・
仮

名
書
き
と
漢
字
表
記

の
違

い

・
振
り
仮
名

の
有
無

な
ど

の
異
同
は
省
略

し
、
内
容

に
関

る
校
異

の
み
を
次
の
表

に
整
理
す

る
と
共

に
、
「
口
ぶ
え
」

に

つ
い
て
若
干

の
考
察

を
述
べ
て
み
た
い
と
思
う
。
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載

1

生徒

ら
の、

め
り
や
す
の

し
や
つ
を

脱ぐ

、

爽
や
か

なこのごろ、

、 

 
、 

  
、 

 
、 

 
、

か
ひ
だ
る
いこすりつけ

て
居
る
犬
に

な
っ

て

見
た
い
心
も
ち
が

す
る。

 

 

 

 
、
  
、
  
、
  
、
  
 
  
、 
 、
 
 、生徒らがめりやすのしやつ

を脱

ぐ
な
つ

か

し
いこのごろになって     、  、   、  、  、やるせなくかひだるいこすりつけたい様な心もちがするのだ。
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こ
の
気
持
ち
を
、

叔

母
に
さ

へ
、
聴

い
て
貰

ふ
わ
け
に
は

い
か
な
か

っ
た
。

寧

ろ
無
貧
著
な

の
を
誇

る
風

の
傾
き
の
あ

る
彼

で
あ
る
。

ぞ
く
ノ
＼

言

ひ
し
ら
ぬ
快
感
を
覚
え
る
の
で
あ

つ
た
。

安
良

の
身

の
ま
は
り

根
が
お
ほ
ま

か
で
も
あ

る
が
、
凡
で
も
あ

つ
た
彼

の
お

ひ
た
ち
が

、

積

り

つ
も

つ

て
、
か
う

い
ふ

つ
く

ろ
ひ
心
地
を
楽

し
む
よ
う

に
も
な

つ
た
ら
し
い
の
で
あ

る
。

ち
り
く

す

る
ほ
ど
、
石
段

つ
ゴ
き

の
坂
道

の
し
出

て
ゐ
た
。

目
を

つ
け

て
、

起

き
る
か
ら
、

い
つ
も

の
変
な
心
も
ち

襲
ひ
か

Σ
つ
て
ゐ
た
。

あ
る
と
思

浄
と
、

そ
の
ま

〉
歩
き
出

し
た
。

坂

の
上

は
、
寺
町

の
通
り
で
あ
る
。

其

を
五
六
町
行
く
と
、
学

校
だ
。

席

に
著

い
た
り
、
人

の
机
に
た
ち
は
だ
か

つ
た

り
し
て
、
が
や
く

さ
わ

い
で
ゐ
る
。

顔

か
ら
火

の
出
る

の
を
感

じ
た
。

身

を
す
ぼ

め
る
や
う
に
、

組

ぢ
ゆ
う

の
若
者

の

と

つ
さ

に
あ
た
ま
に
手
を
や

つ
て
、

蒸

発
す

る
汗
を
知

つ
た
。

頭

を
お
さ

へ
た
瞬
間

の
姿
が
、
心
も
ち
が
、
に
は
か

し
に
で
も
な

つ
た

や
う
に
、
反

省
せ
ら
れ

て
、
再
激

し
く
、
消
え
入
り
た
い
気
が

し
た
。

先

生
は

朝

の
光
を
、

せ
な
か

一
ぱ

い
に
受
け
て
、

什

れ
て
ゐ
た
。

い
つ
さ
で
も

膚

を
圧
す

る
感
覚
を
、

彼
は
汗

か
き

で
あ
る
。

こ
の
な
や
ま
し
い
あ

り
さ
ま
を

か
う

い
ふ
気
分

に
屡

々
な
や
ま
さ
れ
る
こ
と
を
さ

へ
叔
母
に
聴

い
て
貰

ふ
わ
け

に
は

い
か
な
か

っ
た
。

寧
ろ
無
貧
著

な
の
を
誇

る
風
な
傾
向

の
あ
る
子

で
あ
る
。

ぞ
く
ぐ

と
い
ひ
し
ら
ぬ
快
感
が
湧

い
て
来

る
の
で
あ

っ
た
。

安
良
の
ま
は
り

根
が
お
ほ
ま
か
な
彼

の
お

ひ
た
ち
な
ど
が
積

り
つ
も

っ
て
、
か
う

い
ふ

つ
く

ろ
ひ
心

地
を
よ
ろ
こ
ぶ
や
う

に
な

っ
た
ら
し

い
。

も
ど
か
し
い
ほ
ど
石
段

の
つ
ゴ
く
阪
道

の
び
出
て
ゐ
た
。

目
を
注
い
で
、

朝
か
ら
れ

い
の
変

な
心
も

ち

襲
ひ
か

}
っ
て
ゐ
る
。

あ

っ
た
の
だ
と
思

ふ
と
、

ひ
た
す
ら
あ

る
き
出

し
た
。

ナ
シ

五
六
町
ほ
ど
行
く
と
、
学
校

で
あ
る
。

席
に
著

い
て
が
や
ぐ

さ
わ

い
で
ゐ
る
。

顔

か
ら
火

の
出

る
お
も

ひ
で
、

身
を
す
ぼ
め
て

組
ぢ
ゆ
う
の

突
嵯
に
は

つ
と
手
を
あ
た
ま
に
や

つ
て
、

汗
が
蒸
発
す
る
の
だ
と
知

つ
た
。

欺
か
れ
て
頭

を
お
さ

へ
た
瞬
間

の
喜
劇
的

な
心
も
ち
が
反
省
せ
ら
れ
て
、
清
江
入
り

た

い
様
な
気
が

し
た
。

教
師
は

朝

の
光
を
、
清

し
み
な
が

ら
、

什
れ
て
、

い
つ
ま
で
も
く

膚
を
圧
す
る
豊
か
な
感
覚

を

彼
は
非
常
な
汗
か
き
で
あ
る
。

一30一
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湧

い
て
、

皮

膚
を
伝

う
て
ゐ
る

今
欝
は

は
じ
め
か
ら
、

こ
の
教
科
書

の
内
容

に
、
興
殊
は
な
か

つ
た
。

。へ
る
そ
い
す

の
物
語

騰
を
ど
ら
し
た
の
も
、

哺酬三
年
あ
と
に

ふ
は
ノ

＼̀
し
た
雪

の
う

へ
に
、
飼
夢

つ
つ
の
臼

い
駒
か
ら
、
親

し
い
甑

の
滋

る
あ
姿

さ
ま
を
お
も
ひ
浮

べ
て
ゐ
た
。
そ

の
夢

の
や
う
な
予
期
が
、

な
資
さ
う
な
の
を
、

つ
ま
ら
な
く
感

じ
た
。

と
む
ね
を

つ
か
れ
る
も

の
を
覚
え
た
心

か
ら
だ
ぢ
ゆ
う
の
血
が
、

の
叫
び
を
閣

い
た
。

ナ
シ

太

い
声

を

書

ふ
べ
き
張喰
か
浮
ば
な
か

っ
た
。

ナ
シ

ぼ
た
ん
の

脚
つ
は
、
ち
ぎ
れ

て
、
飛
ん
だ
、

か
け
て
震
な
い
の
で
あ

る
。

白

々
と

し
て

生
徒
等

の
前
に
ー
1
・、

立

つ
た
。

圃
年
級

の
生
徒
の
あ

る
餐
は

腕
を
あ
げ
…
…

き
び

し
い
ゑ
み

か

へ
り
は

さ
ば
ノ
＼

し
た
心

夕
立
に

午
後

の
β
を
あ
び
て
羅
た
。

薪
古
今
集

の
歌
人

晩
年
が

、
衝
と
な
く
簸
條
た

る
も

の
に
思
は
れ
て
来
た
。

選

ウ
て
、

皮
膚
を
な
が
れ
て
ゐ
る

サ
群

の
つ
け
か
ら

こ
ん
な
話

に
岡
感
は
も

つ
て
ゐ
な
か

つ
た
。

ぱ
あ

し
う
す

の
物
語

胸
を
ど
ら

し
た
頃

は
も
う
二
三
年
も
あ
と
に

柔
ら
か
な
雪

の
う

へ
に
、
臼

い
胸
か
ら
さ
は
や
か
な
愈

の
走

る
あ
り
さ
ま
を
お
も
ひ

浮
べ
て
ゐ
た
夢

の
や
う
な
あ

ら
ま

し
が
、

至

夢
さ
う
な

の
を
、

情
け
な
く
感
じ
た
、

と

む
ね
を

つ
か
れ
た
。

は
つ
と
渾
身

の
麗
が

、

と
叫
ん
だ
。

翼
が
ま
ひ
さ
う
に
思
は
れ
て
来

る
。

と
太

い
声
を

突
墜
に
書

ふ
べ
き
語
が

見
出

せ
な

か

っ
た
。

髭
が
脈
ば

し
る
。

ナ
シ

か
け
て
を
ら
な
か

っ
た
の
で
あ

る
。

今
白

々
と

し
て

鍛
生

の
前
に
陽
炎

う
た
。

立

っ
た

の
で
あ
る
.

二
三
年

の
生
徒
は
、

腕
を
あ
げ

い

さ
び

し
い
ゑ

み

か

へ
り

さ

は
ノ
＼

し
た
心

ナ
シ

午
後

の
艮
ざ

し
に
わ
な

》
い
て
見
江
る
、

薪
古
今
輿
第

醐
の
款
入

驚
鎌

た
る
来
路

に
嗣
情
す
る

こ
と
が
出
来
た
。

一一31-一
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頬
に
伝

は
る
も
の
を
覚
え
た
。

一
枚

の
葉

が
、
安
良

の
目

の
前

に
落
ち
た
。

見
あ
げ
る

柔

か
く
ふ
く
ら
ん
だ
、

踏
み
か

へ
た

の
が

、
見
え
た
。

運
動
揚

の
片
隅
に
、
十
坪
ば

か
り
の
地
を
畝
う
て
、
畑
を
作

つ
て
居

る

彼

で

あ

つ

た
。

か
た
め
て
ゐ
た
。

と

い
ふ

教
室
を
、

声
が

、

沈
香

の
沁
み
こ
ん
だ

鳴
く
。

由
兵
衛
が
物
語

や
が

て
、

ひ
き
か

へ
す
と
、
あ

ぶ
な
い
足
も

と
を
、

こ
の
時

、

乳
母
で
あ

つ
た
。

自
身

の
乳
母
に

か
ど

へ
逃
げ
て
出

る

そ

の
容

子

乳
母
が

そ
の
さ
と

へ

来
る

の
ど
す
え
」

言
や
は
り
ま
す
。

お
や
な
、

ゐ
て
く

れ
た
は
る

お
や
な

欲
し

い

一
秒

々
々

旬
旬

頬
に
寒
う
伝
は
る
涙
を
お
ぼ
え
た
。

柿

の
病
葉

が

一
つ
、
安

良

の
ま
の
あ
た
り
に
落
ち
た
。

ふ
と
見
あ
げ
る

柔

か
な

ふ
く
ら
み
を
も

つ
た
、

踏

み
か

へ
て
ゐ
る

の
が
う

つ
っ
た

の
で
あ
る
。

彼
は
運
動
揚

の
片
隅
に
、
十
坪
ば

か
り

の
地
を
畝
う

て
畑
を
こ
し
ら

へ
て
お

い
た
。

か
う
か
た
め
て
ゐ
た
。

と

の

教
室

か
ら

声
は

沈
香

の
香

の
沁
み
こ
ん
だ

鳴

い
た
。

由
兵
衛

の
物
語

ナ
シ

ひ
き
か

へ
す
あ
ぶ
な

い
足
も
と
を
、

ナ
シ

乳
母

で
あ
る
。

お
や
す
と

い
ふ
こ

の
乳
母
に

か
ど

へ
彼
は
逃
げ
て
出

る

容
子

お
や
す
が

乳
母

の
さ
と

へ

来

る
の
ど
す
」

言
や
は
り
あ
す
.

お
や
す
、

ゐ
て
く
れ
て
は
る

お
や
す

欲
し

一
分

一
分

よ

ろ
ば
ひ

一32一
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来

る
ら

し
い

と
こ
ろ
み
＼

に
、
幹

に

曇

つ
て
来

て
、

涙
が

ぼ
ろ
ぐ

と
、

つ
き
あ
げ
窓

こ
ち
ら
を

む
い
て
、

僕

ひ
と
り
行
か
ん
な
ら
ん
か
い
な

古

い
榎

磧

に
、

白
く

大
き

な
方

の

そ
こ
か
ら

た
ま
ら

ん
で
す

よ
そ
の
若
者
は

源
さ
ん
が

目
を
閉
ぢ
て
、

こ
れ
も
疑
も
な
く
、

香
朝

と
い
ふ

野
獣

の
姿
を
思
う
て

早
く
待

っ
様
な
心
が
湧

い
た
。

来

る
の
を
思
は
せ
る
、

と

こ
ろ
み
＼

の
幹

の

曇

り
て

涙
が

ほ
ろ
ほ
ろ
と

あ

か
り
窓

う
ち
ら
を
む

い
て
、

僕

だ
け
行
て
来

る

大
き
な
榎

磧
に
は

白

い

大
き
な
方
は

そ

つ
か
ら

た
ま
ら
ん
で
す
よ

そ
の
若
者
は

源
や
ん
が

目
を
閉
ぢ
、

こ
れ
は
疑
も
な
く
、

花
朝
と

い
ふ

野
獣
が
と
思
う
て

早
く
と
待

っ
て
ゐ
た
。

※
外
来
語
、
あ
る

い
は
特
殊
な
固
有
名
詞
に

つ
い
て
折

口
は
初
出

で
は
傍

点
、
全
集
版

で
は
傍
線
を
使
用

し
て
い
る
。

※
七
段
落

の
最
後
に
、

(今
日
浜
村
貴
夙
残
す
)
と

い
う
書

き
込
み
が
あ

る
。
七
段
落
目
は

「貴
鳳
や
貴
若
」
に
よ
る
浄
瑠
璃
を
安
良
が
聴
く
揚
面
で

あ

る
。

お
そ
ら
く

「貴

 
鳳

や
貴
若
」
は
、
折

口
の
少
年
時
代
に
実
在

し
た
浄
瑠
璃
太
夫

で
あ
り
、 

「
浜
村
貴
夙
」
と
は
、
貴
鳳
を
指
す

の
で
あ
ろ
う
。
彼

の
死
亡
年
月

日
が
明
ら
か

に

な

れ

ば
、

 
『
日
刊
不
二
新
聞
』

へ
の
書

き
込
み
が

い
つ
行
わ
れ
た
か
が

わ
か
る
わ
け
で
あ
る
が

、
本
稿

で
は
ま

だ
そ

の
点

は
調

べ
て
い
な

い
。

II

 

 

「
口
ぶ
え
」
は
、
汗
ぽ
む

よ
う
な
初
夏

の
騒
が

し
い
中
学
校

の
教
室

で
、
主

人
公
漆
間
安
良
が

い
き
な
り
ス
ケ
ー
プ

・
ゴ
ー
ト
に
仕
立
て
上
げ

ら
れ
る
と

こ

ろ
か
ら
始

ま
る
。
遅
刻

し
な

い
よ
う
息
を
弾

ま
せ
教
室

に
入

っ
て
き

た
安
良
を

見

て
、
他

の
少
年
達

は

二

度

に
ど

つ
と
笑

ひ
出
す
L
。
そ

の
理
由

は
、

「漆

間

の
あ

た
ま
に
、
火
事
が

い
て
る
で
。」

と
叫

ん
だ

一
人

の
生
徒
に
よ

っ
て

明

ら

か
に
さ
れ
る
。
安
良

は
、
頭

か
ら
蒸
発

す
る
汗

の
湯
気
を
か
ら
か
わ
れ
た

の
で

あ
る
。

二
段
目
で
説

明
さ
れ

る
よ
う

に
、

安
良

は

「
汗

か
き
」
で
あ
る
。
初
出

で
は

「非
常
な
汗

か
き
」

と
強
調

さ
れ

て
い
る
。

初
夏

に
な

っ
て
か
ら
、
安
良
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は
疲
労
感
を
は
じ
め
と
す

る
体

の
不
調

を
覚
え

て
い
る
。
そ
れ
が
病
気
と

い
う

よ
り
、
少
年

の
内
奥

の

"
春

の
め
ざ
め
"

に
通
底

し
て
い
る
こ

と

は
、
「
や
る

せ
な
く

か
ひ
だ
る
い
か
ら
だ
」
「
こ
の
な
や
ま

し
い
あ
り
さ
ま
」
「
か
う

い
ふ
気

分

に
屡

々
な
や
ま
さ
れ
る
」
と
す
る
初
出

の
段
階
で
よ
り
明
確

に
示
さ
れ
て
い

る
。
彼
が
汗

か
き
で
あ
る
こ
と
も
、
そ
の

一
つ
の
表
れ
な
の
で
あ
る
。
安
良
は

学
校

で
二
度
、

ス
ケ
ー
プ

・
ゴ
ー
ト
に
仕
立

て
あ
げ

ら
れ

る
が
、

二
度

と
も
原

因

は
彼

の

「
汗
か
き
」
、
す
な
わ
ち
彼

の
内
奥

の

"春

の
め
ざ

め
μ

に
起

因

し

て
い
る
。
前
述

の
よ
う

に

一
度
目
は
そ
の
頭
髪

の
汗
に
よ

っ
て
。

二
度
目
は
送

る
汗
故

に

「
寝
間
を
出

る
か
ら
、

ね

っ
と
り
と
膚

が
た
る
ん
で
ゐ
る
様

に
感
ぜ

ら
れ

た
の
で
、

い
つ
も

の
半
し

ゃ
つ
を
着
な

い
で
」
学
校

に
行

っ
た
た
め
、
彼

は
皆

に
辱
し
め
ら
れ

る
。
そ

の
日
の
体
操

の
時
間
、
蝦
墓
と
あ
だ
名
さ
れ
る
教

師

の
号
令

に
よ

っ
て
他

の
生
徒
は
上
衣
を
脱
ぐ
が
、
安
良
は
下

に
シ
ャ
ツ
を
着

て
い
な

い
た
め
、

そ
の
号
令
に
服

し
得
な

い
。
憤

っ
た
教
師

は
安
良

の
上
衣

を

引
き
剥
が

し
、
上
半
身
裸

の
彼
を
壇
上
に
立
た
せ
号
令
を
か
け

さ
せ

る
。
そ
の

場
面

は
次

の
よ
う
で
あ

る
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(を
ら
な
か

 
 
彼
は
壇
上
に
顕

れ
た
。
彼

の
上
体

は
、

一
す
ち

の
糸

を
も

か
け

て
居
な
い

 
 

つ
た
の
で
あ
る
。) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
エ
リ

 
 

の
で
あ

る
。
彼

の
顔

は
、
青
白
く
見

え
た
。
心
も
ち
昂

つ
た
肩

か
ら
、
領

 
 

へ
か
け
て
、

ほ
の
み
＼

と
流
れ
る
曲
線
、
願
か
ら
胸

へ
、
胸

に
た
ゆ
た
う

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

…

 
(今
白
々
と
し
て
) 
 
 
 
 
 
 

(衆
生
の
前

 
 

て
濟

の
あ
た
り

へ
は
し
る
た
わ
み
、
白

々
と
し
て
如
月

の
雪
は
、
生
徒
等

 
 

に
陽
炎
う
た
。)

 
 

の
前

に
ー

。

そ
の
雪

の
き
え
た
い
思

ひ
に
、
よ
わ
く

と
彼

は
壇
上
に

 
 
(立
っ
た
の
で
あ
る
。)

 
 
立

っ
た
。

 
 
 
 
※
本
文

は
全
集
版

に
拠

る
。

(

)
内
は
初
出
を
示
す
。

 

こ
う
し
た
状
況

に
到

る
伏
線
は
、
実

は
前

の
授
業
時

間
の
描
写

の

中

に

あ

る
。
前

の
時
間

の
教
材

の
中

に
、
ふ
り

つ
つ
と
い
う
少
年
が
狼

と
闘
う
場
面
が

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(柔

あ

っ
た
。
安
良
は
退
屈
を
覚
え
教
科
書
の
内
容
を
追
う
内
、

そ
の
行
間

に

「
ふ

か
な
雪

の
う

へ
に
、
白
い
胸
か
ら
さ

は
や
か
な
血
の
走

る
あ
り
さ
ま
)

は
く

し
た
雪

の
う

へ
に
、

ふ
り

つ
つ
の
白
い
胸

か
ら
、
新

し
い
血
の
送

る
あ

り
さ
ま
」
を
幻
想
す
る
。
そ

の
ひ
そ
か
な
愉
悦
感
を
罰
せ
ら
れ
た

か

の

よ

う

に
、
今

は
安
良
自
身
が
白
い
胸
を
露
わ
に
皆

の
前

に
立
た
さ
れ
て
い
る
の
で
あ

る
。
皆

か
ら
見
上
げ
ら
れ
る
上
半
身
裸
の
安
良

の
た
た
ず

ま

い
は
、
胸

か
ら
血

を
流
す

ふ
り

つ
つ
の
幻
想
と
重
り
、
礫
刑
の
キ
リ

ス
ト
像

を
強
く

連

想

さ

せ

る
。
特

に
、
全
集
版
で

「
白

々
と
し
て
如
月

の
雪
は
、
生
徒
等

の
前

に
i

、
」

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※

と
あ
る
部
分
が
、
初
出
で
は

「
今
白

々
と
し
て
如
月

の
雪

は
、
衆
生

の
前

に
陽

波
線
は
稿
者
の
注

炎

う
た
。
」
と
な

っ
て
い
る
点

に
注
目
し
た
い
。
「
衆
生
」

と
は
生
命
あ

る
も

の

を
指
す
仏
教
語
で
あ
る
。

こ
の
語
を
使
う
初
出

の
情
景

に
は
宗
教
的
雰
囲
気
が

濃

く
、
あ
た

か
も
生
徒
達

は
安
良

の
周
囲
に
集
ま
る

「衆

生
」

で
あ

り
、
安
良

は
彼
ら
を
傭
臓
す
る
賎

し
め
ら
れ
る
神

で
あ

る
、
晩
年

の
折

口
の
短
歌

に

「
基

督

の
 
真
は
だ
か
に
し
て
血

の
肌
 
見

つ
エ
わ
ら

へ
り
。
雪

の
中

よ
り
」
と

い

 
 
 
 
 
(1
)

う

一
首
が
あ
る

こ
と
か
ら
も
う

か
が
わ
れ
る
よ
う

に
、
真
裸

で
衆
目

に
晒
さ
れ

血
を
流

し
、
そ

の
後
よ
み
が

え
る
キ
リ

ス
ト
は
、
官
能
的
イ

メ
ー
ジ
を
軸

と
し

な
が
ら
、
愛
護
若
や

ス
サ

ノ
ヲ
ノ
ミ

コ
ト
、

ヤ

マ
ト
タ
ケ
ル
ノ
ミ

コ
ト
に
も
通

底

す
る

一
旦
賎

し
め
ら
れ
る
神
と
し
て
、
折

口
を
強
く
惹
き

つ
け

た
神

の
像

で

あ
る
。

一
度
は
処
刑
さ
れ
な
が
ら
、
そ

の
後
水

の
女

で
あ
る
中
将
姫
と

の
交
感

に
よ

っ
て
新
し

い
神

と
し
て
よ
み
が
え
る

『
死
者

の
書
』

の
大
津
皇
子

の
中

に

も
、
キ
リ
ス
ト
の
イ

メ
ー
ジ
が
色
濃
く
看
取

さ
れ

る
。
中
将
姫

の
前

に
示
顕
す

る
大
津

皇
子
は
、
白

い
胸
と
黄
金

の
髪
を
も
ち
、
憂
わ
し
げ

に
姫

を
傭
臓
す

る

若
く
美

し
い
神

で
あ
る
。

 
 

…
…
其

は
黄
金

の
髪

で
あ

る
。
髪

の
中

か
ら
匂

ひ
出
た
荘
厳

な
顔
、
閉
ぢ

 
 

た
目
が
、
憂

ひ
を
持

っ
て
、
見
お
ろ
し
て
居

る
。
あ

Σ
肩

・
胸

・
顕

は
な

 
 

肌

・
冷

え
み
＼

と
し
た
白

い
肌

・
を

Σ
お

い
と
ほ
し
い
」
(『
死
者
の
書

』)

 

体
操
教
師

に
上
衣
を
剥
が
さ
れ
壇
上

に
立
た
さ
れ

る
少
年
安
良

の

造

型

に
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も
、
既

に
礫
刑

の
キ
リ
ス
ト
を
具
体
像
と
す
る
、
傷

つ
き
賎

し
め
ら
れ

る
神

の

モ
チ
ー
フ
の
萌
芽
が
み
ら
れ

る
。

そ
し
て
注
目
す
べ
き
は
、
受
苦

の
後

よ
み
が

え
る
神

の
よ
う

に
、
安
良
も
教
師
や
同
級
生

に
辱

し
め
ら
れ
た
後
必
ず

一
種

の

昇
華

を
得

て
い
る
点
で
あ
る
。
頭
髪

の
蒸
気
を
笑
わ
れ
た
時
も

一
度

は

「
消

え

入
り
た
い
気
」
が
す
る
が
、
「
し
ば
ら
く
し
て
、
安
ら
か
な
涼
し

い
心
地

が

彼

に
帰

っ
て
来
」

る
。
ま
た
、
上
衣
を
剥
が

さ
れ

「
よ
わ
く

と
」
壇
上

に
立

っ

た
彼

は
し
か
し
凛

と
し
て
号
令
を

か
け
る
の
で
あ
る
。
i

「
澄
み
透

っ
た
声

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ト
リ
コ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(さ
び
し
い
) 
、
、

は
、
生
徒
ら

の
耳

に
徹
し
た
。
俘
虜

の
や
う

に
見
え
た
彼

は
、
き
び
し

い
ゑ
み

を
含

ん
で
壇
を
お
り
て
来

る
。
」

 

こ
の
二
度

の
場
面

に
お

い
て
印
象
的
な
よ
う

に
、
少
年
安
良

は
賎
し

め
と
昇

 
 
 
 
(2
)

華
、
種

と
聖

の
迫
間
を
振
り
子

の
よ
う
に
揺
れ
動
く
不
安
定

な
存
在

で
あ
る
。

 

二
つ
の
反
措
定

の
迫
間
で
の
少
年

の
彷
径

は
、

こ
の
小
説

の
至

る
所

に
浸
透

し
て

い
る
基
本
的
な
構
図
で
あ
る
。
た
と
え
ぽ
、
そ

の
構
図
は
安
良
を
巡
る

二

人

の
人
物

の
対
照

に
最
も
意
図
的

に
表
さ
れ
て
い
る
。
安
良
は
二
人

の
上
級
生

に
心
惹
か
れ
る
が
、

二
人
は
対
極

の
タ
イ
プ
で
あ

る
。

一
人
は
岡
沢

と
い
い
、

「
十
八
九

の
浅
黒

い
、

に
が
み
ぽ

し

っ
た
頭

の
毛

の
太

い
男
で
、

五
年
級

の
優

等
生
と

い
は
れ
て
ゐ
る
庭
球

の
選
手
」

で
あ
る
。
彼

は
学
校
帰
り
、
安
良
を

つ

け
回

し
た
り
手
紙

を
渡

し
た
り
す
る
。
「
激
し

い
息
ざ

し
、
血
ぽ

し

っ
た

瞳
、

ひ
し
ぐ

と
安
良
に
圧

し
か
エ
る
触
覚
」
を
も

つ
男

で
、
川

で
水
泳

を
し
て
い

る
折
、
水

の
中

で
安
良

に
抱
き

つ
き
頬

に
接
吻
す
る
と
い
う
大
胆
な
行
動

を
示

す
。
安
良
は

「
ほ
ん

の
暫
く

で
も
、
あ
あ

し
た
男

か
ら
逃
げ
出
す

こ
と
の
出
来

な
か

っ
た
、
自
身

の
心
を
打
郷
し
た
く
」
思

い
、

岡
沢

を

「
野
獣

の
や
う

な
性

質
」

の
あ

る
男
と
み
な
す
の
で
あ
る
が
、
反
面
、
岡
沢

の
そ
う
し
た
性
情

・
行

為
は
安
良

の
内
奥

の

"春

の
め
ざ

め
"
に
呼
応
す

る
も

の
で

あ

る
。
安

良

は

「
じ
や
う

ひ
ん
で
脆

い
心
も
ち
」
を
志
向
す
る
は
ず
な

の
に
、

そ
れ

と
矛
盾
し

て
冊
沢

に
惹
か
れ
る
己
れ
を
自
覚

し
て
混
乱

し
、
「
す
べ
て

の
浄

ら
か
な

も

の

と
、
あ
ら
ゆ
る
け
が

ら
は

し
い
も

の
と
が
、
小

い
あ
た
ま

の
な
か
で
火

の
渦

を

巻
」
く

よ
う
な
思

い
に
捉

わ
れ
る
。

 

一
方
、
安
良

の
心
を
惹
く
も
う

一
人

の
上
級
生

の
名
は
渥
美
泰
造

と

い
う
。

渥
美

は
岡
沢
と
は
対
照
的
に

「
朗
ら
か
な
、
木
海

月
を
噛

む
歯
ざ
は
り
を
思
は

せ
る
し
な
や
か
な

こ
と
ば

で
、
は
れ
み
＼

と
し
た
瞳

を
し
て
も

の
言

ふ
人
」

で

あ
り
、
「
浄

ら
か
な
人
」

と
し
て
安
良

の
憧
憬
す
る
少
年

で

あ

る
。

か
た
や
肉

欲
、
か
た
や
精
神
性
を
強

調
さ
れ
る
岡
沢

と
渥
美
は
、

そ
の
行
為

.
性
情
と
も

対
比
的
に
配
置

さ
れ
て

い
る
。

 

夏
休
み
に
入
り
、
安
良
は
同
時

に
二
通

の
手
紙
を
う
け
と
る
。

一
通

は
岡
沢

か
ら

の
も

の
で
、
そ

の
幼
稚
な
文
面
に
安
良

は
思
わ
ず
噴

き
出
す
。
も
う

一
通

は
京
都
西
山
の
寺

に
居
る
渥
美

か
ら
の
も

の
で
あ
る
。
そ
の

「
清
ら

か
な
人

の

手
紙
」
は
安
良

に
、
西
山

の
寺

へ
来
る
よ
う
に
誘
う
も

の
で
あ

っ
た
。
安
良

は

心
躍
ら
せ
西
山

へ
向
う
。
更
に
岡
沢
と
安
良

の
水
中

シ
ー

ン
を
な
ぞ

る
か
の
よ

う

に
、
西
山

の
谷
川

で
二
人
が
泳
ぐ
場
面
が

あ
る
。
岡
沢
が
安
良

に
肉
体
的
接

触

を
求

め
た

の
と
は
反
対

に
、
渥
美
と
安
良
は

「
裸
形
を
は
ち
ら
ふ
や
う

に
」

別

々
に
脱
衣
し
、

水
に
入

っ
て
も

お
互

い
に
離

れ
た
距
離
を
保

つ
。

こ
う
し
て

み
て
ゆ
く
と
、

岡
沢
は
肉
欲

・
け
が
ら
わ
し

い
も

の
、
渥
美
は
精
神

性

.
浄

ら

か
な
も

の
を
象
徴
す
る
の
で
あ
り
、
そ

の
二
つ
の
間

で
揺
れ
動
く

安

良

は

結

局
、
自

ら
の
心

の
望
む
通
り
渥
美

の
い
る
西
山

へ
行
く

こ
と

に
よ

っ
て
清
浄

な

方
向

へ
と
進
み
得

た
か
に
み
え
る
。

 

し
か
し
ど
う
も
そ
う

し
た
単
純
な
方
向
軸

で
は
わ
り
き
れ
な

い

も

の

が

残

る
。
な
ぜ
な
ら
渥
美

の
手
紙
を
読
ん
だ
段
階

で
、
安
良

は
既

に
渥
美

に
対
す
る

自
分

の
気
持
が
岡
沢

に
対
す
る
気
持
と
同
根

の
も

の
で
あ
る
こ
と
を
気
づ

い
て

い
る

の
で
あ
り
、
西
山
滞
在
中
彼
は
ず

っ
と
漠
然

と
し
た
罪
悪
感

に

つ
き

ま
と
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わ
れ
る

の
で
あ

る
。
渥
美

へ
と
牽
引
さ
れ

る
方
向
軸
は
、

必
ず

し
も
安
良
を
清

浄
な
境
地

へ
昇
華
さ
せ
る
も
の
で
は
な

い
ら
し

い
。
そ
の
こ
と
は

「
口
ぶ
え
」

の
結
末

に
も
関

る
問
題
で
あ

る
の
で
、
後
述

し
た
い
。

III

 

 
と

こ
ろ
で
、
安
良
は
始

め
か
ら

二
つ
の
反
措
定

の
間
を
揺

れ
動
く
不
安

な
存

在

で
あ

っ
た
わ
け

で
は
な
い
。

か
つ
て
、
彼
は
寝
床

で
父

に
芭
蕉
や
西
行

の
詩

歌
を

口
う

つ
し
に
暗
論
さ
せ
ら
れ
、
そ
う
し
た
清

々
し
い
境
地

に

一
心
に
進
も

う
と
す
る
バ

ラ
ン
ス
の
と
れ
た
世
界

に
安
住
し
て
い
た
。
そ

の
均
衡
が
崩
れ
、

種
れ

の
要
素
が
彼

の
世
界

に
割
り
込
ん

で
き
た

の
は
、

ひ
と
え
に
そ
の
成
長
過

程

に
起
き

た

"
春

の
め
ざ

め
"

の
た
め

で
あ
る
。
性
欲
及
び
そ

の
昇
華

は
、
折

口
が
生
涯

を
通
じ
抱
え
込

ん
だ
問
題

で
あ
る
が
、

モ
チ
1
フ
の
根
源
が
少
年

の

性
欲
に
収
敏
さ
れ
る

「
口
ぶ
え
」
は
、
そ

の
問
題
を
最
も
生
な
形

で
提
出

し
て

い
る
作
品

で
あ
る
と
い
う

こ
と
が
で
き
よ
う
。

 

「
口
ぶ
え
」
発
表
時

は
、
男
女
間

の
性
欲
が

盛
ん
に
と
り
あ
げ
ら
れ
た
自
然

主
義

の
最
盛
期

に
当

る
が
、
そ
れ
に
し
て
も
発

汗
や
耳
鳴
り
、
嘔
吐
、
け
だ

る

さ
な
ど
の
身
体
感
覚

を
通

し
て
少
年

の
性
愛

を
描
く

こ
の
小
説
は
、
か
な

り
異

色

の
感
が
あ

る
。
折

口
を
そ
う
し
た
大
胆
な
テ
ー

マ
に
ふ
み
き
ら
せ
た
契
機

に

は
、
中
学
教
師
と
し
て
少
年

の
現
実

の
悩

み
に
寄

せ
る
熱

い
共
感
が
あ

り
、
更

に
そ
の
共
感
を
力
強
く
支

え
る
二
つ
の
先
行
作
品
が
あ

っ
た
と
考
え
ら
れ

る
。

一
つ
は
、
無
知
故
に
少
女

を
犯
し
、
教
師
達

の
無
理
解

に
よ
り
自
殺
や
家
出

に

追

い
つ
め
ら
れ
る
少
年

を
描

い
た
ヴ

ェ
デ

キ

ン
ト
の
戯
曲

『
春

の
め
ざ

め
』

で

あ
り
、

一
つ
は
谷
崎
潤

一
郎

の
小
説

「
腿
風
」

(明

必

・
10

三
田

文

学
)

で

あ
る
。
『
折

口
信
夫
手
帖
』
(
昭
62
 
折

口
博

士
記
念
古
代
研
究
所
編
)
に
よ
る

と
、

ヴ

ェ
デ
キ

ン
ト
の
こ
の
戯
曲

の
翻
訳
は
、

明
治

四
十

三
年
、
相
馬
政
之
助

訳

「
春

の
覚

醒
」

と
し
て
出
版
さ
れ
て

い
る
。
『
日
刊
不

二
新
聞
』

に
発

表

し

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(3
)

た

コ

月

の
文
壇

(
中
)
」
(
大
3

・
1

・
28
)

と
い
う
文
芸
時
評

に
お

い
て
折

口
は
、
思
春
期

に
さ
し
か
か
り
子
供

の
殻

を
脱
皮

し
つ
つ
あ
る
自
分

の
教
え
子

達

に
つ
い
て
語

り
、
「
春

の
め
ざ
め
の
快

さ
を
す

こ
し

で
も
余
計

に
味
は

う

と

し
て
ゐ
る
か
と
思

ふ
と
、
」
胸
が
迫
る
と
い
う
意

の
こ
と
を
述

べ
て

い

る
。
ま

た
同
年

二
月
十

五
日
、
や
は
り

『
日
刊

不
二
新
聞
』

に
次
の
よ
う
な
三
首

の
短

歌
を
発
表

し
て
い
る
。

 
 
白
玉
を
あ

や
ぶ
み

い
だ
き
 
ね
ざ
め
た
る
春

の
朝
け
に
 
目

の
う
る
む
子

 
 
ら

(
生
徒
ら

に
)

 
 
わ
が
雲
窪

 
け

ふ
は
お
ど
け
ず

し
か
す
が

に
つ
Σ
ま
し
や
か
に
ふ
る
ま
ふ

 
 
 
か
な

し
さ

 
 
く
つ
れ
臥
す
若
き
け
も

の
を
 

な
よ
草

の
床

に
見
い
で
Σ
 

か
な
し
か
り

 
 
け
り

 
教
え
子

を
詠

ん
だ

こ
の
三
首

は
、
後

に
自
筆
歌
集

『う

み
や
ま

の
あ
ひ
だ
』

 
 
 
 
 
 
 
 
 
(4
)

(
大
正
四
年
夏

以
後
成
立
)
、
更

に
公
刊
処
女
歌
集

『海

や
ま

の
あ

ひ
だ
』
(
大

14

・
5
 
改
造
社
」

に
収
録
さ
れ
て
い
る
。
『
海
や
ま

の
あ

ひ
だ
』

に
お

い

て

こ
の
三
首

は
、
教
え
子
を
詠

ん
だ
連
作

「
生
徒
」

二
十

一
首

の
中
に
組

み
こ
ま

れ
て

い
る
が
、
「
生
徒
」
に

つ
い
て
は
折

口
自
身

「
こ
の
連

作

は
、
う
え
で
き

ん
と

の

「
春

の
め
ざ
め
」
を
下
に
踏

ん
で
を
り
、」

と
述

べ
て

い

る
。
(
「自
歌

自
註
」
 

昭

28
口
述
)
「
一
月

の
文
壇

(
中
)
」

に
あ

っ
た

「
春

の
め
ざ
め
」

の

語
を
考
え
合

せ
る
と
、
「
口
ぶ
え
」
執
等
時
、
折

口
が
教
え
子
達

の
姿
と

重

ね

て
、
ヴ

ェ
デ

キ

ン
ト
の

.
少
年
悲
劇

"
『
春

の
め
ざ
め
』

に
強
く
牽
引
さ

れ

て

い
た

こ
と
は
明

ら
か
で
あ
る
。
「
口
ぶ
え
」

に
は
、
少
年

の
大
人

へ
の

脱

皮

11

性
欲

の
め
ざ

め
が
、
混
乱

・
悲

劇
を
引
き
起
す
と

い
う

『
春

の
め
ざ
め
』

の
構

図
が
濃

厚
に
引

き
継
が
れ

て
い
る
。
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と

こ
ろ
で
、
ヴ

ェ
デ

キ

ソ
ト

『
春

の
め
ざ
め
』

は
幼

い
少
女
が
懐
胎
し
、
そ

れ
を
苦

に
少
年
が
家
出
す
る
、
あ

る
い
は
そ

の
少
年

の
親
友
が
己

れ
の
身
体

の

変
化

に
怯
え
て
自
殺
す

る
と

い
う
衝
撃
的
な
内
容

を
持

つ
が
、

少
年
少
女

の
性

欲

の
具
体
的
な
描
写
な
ど
は
全
く
無

い
。
遊
び

つ
か
れ

た
少
年
少

女
が
無
知
な

ま
ま

一
緒

に
納
屋
の
藁

の
中
で
寝
、

お
互

い
に
何
も
わ

か
ら
ぬ
ま
ま
少
女
が
懐

胎

し
て
し
ま
う

と
い
う
設
定
で
あ

る
。
少
年
少
女
の
無
垢
を
強
調
す
る
こ
と

に

よ
り
、
ヴ

ェ
デ

キ

ン
ト
は
彼
ら
を
弾
劾
す

る
周
囲

の
大
人

の
方
を
厳

し
く
批
判

し

よ
う
と
し
て
い
る
。
淡

々
と
し
た

『
春

の
め
ざ

め
』

に
比
べ

る

と
、
「
口
ぶ

え
」

の
描
写

は
蒸

せ
か
え
る
よ
う
な
熱
気
を
孕
ん
で
い
る
。
そ

の
点
で
注
目
さ

れ

る
の
が
、

も
う

一
つ
の
先
行
作
品
と

し
て

の

「
腿
風
」

で
あ

る
。
「
腿
風
」

は

い
わ
ば
、
青
年

の
春

の
め
ざ
め
を
描

い
た
小
説

で
あ

る
。

こ
こ
で
も
や
は
り

春

の
あ
ざ
め
は
、
主
人
公

に
悲
劇

を
も
た
ら
す
。
美
貌

の
青
年

画
家
直
彦
は
、

そ

の
無
邪
気

で
清
純
な
性
情

を
人

々
に
う
ら
や
ま
れ
て
い
た
が
、
初
め
て
女
体

に
接
す
る

こ
と
に
よ

っ
て
、
己
れ
の
体
内

に

「
猛
然
と
淫
蕩
な
血
」
が
目
覚

め

た

こ
と
を
感

ず
る
。
そ

の
血
に
己

れ
を
支
配
さ
れ
る
こ
と
を
畏
れ
た
彼

は
禁
欲

の
旅

に
出
る
が
、
結
局
恋
す
る
遊

女
の
許

に
戻
り
荒
淫

を
尽
し
て
頓
死
し
て
し

ま
う
。
禁
欲

の
旅

の
間
中
、
淫
蕩

な
血

は
彼
を
苦
し
め
つ
づ
け
る
。
と
う
く

そ
れ

は
大
き
な
腫
れ
物
と
な
り
、
彼
を
坤
吟
さ
せ
る
。

 
 
体
内
に
欝
結

し
て
居
た
淫
蕩

の
血
が
、
真
赤
な
腫

れ
物
と
な

っ
て
、
皮
下

 
 

に
澱
み
、
肉

を
破
り
、
肌
を
腐
ら

せ
つ
X
、
発
散

の
途
を
求
め
る
の
で
あ

 
 

っ
た
。
:
…
・中
略
:
:
:
五
ケ
月
の
旅

の
間
、
純
潔

な
彼

の
心
を
呪

っ
て
居

 
 

た
悪
性
の
血
は
、
黄
色

い
、
赤
黒

い
、
毒

々
し
い
膿
と
化
し
て
、
桜
色

の

 
 
股

の
上
を
蛭
矧

の
や
う

に
這
ひ
な
が
ら
、
ぽ
た
く

と
地
面

へ
落

ち
た
。

 
 
藪
蚊
や
虻
が
移

し
く
其

の
上

へ
群
が

り
集
ま

っ
た
。

 
直
彦

の
美
し

い
肉
体

に
内
包
さ
れ
る
毒
血
の
イ
メ
ー
ジ
は
、
淫
蕩
な
血
筋

と

病
を
父
か
ら
受
け
継
ぎ
な
が

ら
、
輝
く
よ
う
な
無
垢

の
肉
体
を

も

つ
、
「
口
ぶ

え
」

と
ほ
ぼ
同
時
期

の
折

口
の
小
説

「
身
毒
丸
」

の
主
人
公

の
イ

メ
ー
ジ
に
も

通
底

す
る
も
の
が
あ

る
。
直
彦

は
体
内

に
目
覚

め
た
淫
蕩
な
血
を

畏

れ

て

い

る
。
し
か
し
彼

の
本
心
は
ど

こ
か
で
そ

の
血
に
支
配
さ
れ
る

こ
と
を
願

っ
て
い

る
。
直
彦

の
中
で
淫
蕩
な
要
素

と
清
純
な
要
素

と
が
保

つ
危

い
均

衡

と

争

闘

を
、
谷
崎

は
徹
底
的

に
青
年

の
肉
体
を
通
し
て
描

い
て
み
せ
る
。

特

に

直

彦

が
、
己
れ
の
肉
体

に
陶
然
と
見
蕩

れ
る
湯
浴
み
の
場
面
は
、
そ

の
二
つ
の
要
素

の
混
然

一
体
化

と
し
て
印
象
的
で
あ

る
。

 
 
時

々
彼

は
、
人
気

の
な

い
、
が
ら
ん
と
し
た
浴
室

に
、
腰

か
ら
下
を
槽

の

 
 
中

へ
浸
し
た
ま

Σ
、
透
き
徹

っ
た
湯

の
底

で
、
さ
な
が
ら
月
光
を
浴
び
た

 
 
や
う
に
青
白
く
光

っ
て
ゐ
る
太
股

の
あ
た
り
を
、
胱
惚

と
眺
め
る

こ
と
が

 
 
あ

っ
た
。

…
…
中
略
…
…
手
拭
を
し
め
ら
せ
て
、
ざ
ぶ
く

と
瀧

の
や
う

 
 

に
体

へ
湯

を
注
げ
ば
、
其
れ
が
胸
を
伝
は
り
、
腹

へ
落
ち

て
、
膀

の
上

へ

 
 
流
れ
て
行
く
美

し
さ
。

二
の
腕

の
あ

た
り
に
は
湯
が
脂

で
弾

か
れ

て
玉

の

 
 
や
う
に
結
ぼ
れ

て
ゐ
た
。
連
銭
葦
毛

の
駒

の
肌

の
や
う
に
、
皮
膚

の
下
か

 
 
ら
は
、
血
が
赤
く
濁
染
ん
で
斑

を
な

し
て
居
た
。

 
青
年
が

己
が
裸
身

に
見
と
れ
る
と
い
う

シ
ー
ン
は

『
ド
リ
ア
ソ

・
グ

レ
イ

の

肖
像
』
辺
り

か
ら
発

想
を
得

て
い
る
の
か
も

し
れ
な

い
が
、
明
治

.
大
正
期

の

小
説

の
中
に
あ

っ
て
や
は
り
特
異

で
あ

ろ
う
。
思

い
起

さ
れ
る

の

は
、
「
口
ぶ

え
」

に
お

い
て
も
、
少
年
安
良
が
湯
上
り

に
大
き
な
鏡

に
己
が
裸
身
を
映
す
印

象
的
な
場
面
が
あ

っ
た
こ
と

で
あ
る
。

 
 

ふ
り

か

へ
る
と
斜

に
傾

い
た
鏡

の
お
も

て
に
、

ゆ
ら
く

と
な
び

い
て
、

 
 
安
良

の
姿

が
う

つ
っ
て
ゐ
る
。
大
理
石

の
滑
ら
か
な
膚
を
、

日
が
朗
ら

か

 
 

に
透

い
て
見
せ
た
。
近
頃

に
な

っ
て
、

む
つ
ち
り
と
肉
つ

い
た
肩

の
あ
た

 
 

り
、
胸

の
や
は
ら
か
な
ふ
く
ら
み
に
、
思

ひ
無
げ
な
瞳

を
し
て
、
ち

っ
と
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目
を
注

い
で
ゐ
た
。

 
 

ふ
と
腕
を
あ
げ

て
、
項

の
あ
た
り
に
く

み
あ

は
せ
る
。
ほ
そ
や
か
な

二
の

 
 

腕

の
ま
は
り
に
、

む
く
く

と
雪
を
束
ね
る
。
自
身

の
か
ら
だ

の
う
ち
に

 
 

潜

ん
で
ゐ
た
、
不
思
議
な
も

の
を
見

っ
け
た
や
う

に
、
好
奇

の
心
が
張
り

 
 

つ
め
て
来

た
。

…
…

 

こ
の
二
つ
の
場
面
は
何
と

い

っ
て
も
酷
似

し
て
い
る
。
「
口
ぶ
え
」

の

先

縦

の

一
つ
と
し

て

「
腿
風
」
が
あ
る

こ
と
は
、
疑

い
得
な

い
の
で
は
な
い
か
。
折

口
は
後
年

、
「芸
術

の
具
体
化
-

谷
崎
潤

}
郎
氏
を
中
心
に
ー

」
(
大
11

・

2
 

白
鳥

)、
「
『
細
雪
』

の
女
」

(昭

24

・
1
 

人
間
)
に
お
い
て

「
鵬
風
」
に

触
れ

て
い
る
。
前
者

で
は
、
そ
れ
ま
で
の
谷
崎
に
顕
著

で
あ

っ
た

技

巧

臭

が

「
鵬
風
」

に
お
い
て
消
え
た

こ
と
を
述

べ
、
後
者

で
は
四
十
年
来

の
谷
崎

の
愛

読
者

で
あ

る
と
述
べ
、
次

の
よ
う

に
言
う
。

 
 

「麗

風
」

に
驚

か
さ
れ
て
、
今

一
度

「
刺
青
」
な
ど
か
ら
読

み
直
し
て
以

 
 

来
で
あ

る
。
随
分
長

い
愛
読

の
歴
史
を
経
た
も

の
だ
。
…
…

 

こ
れ
に
よ
る
と
折

口
は
、
明
治
四
十
四
年

『
三
田
文
学
』
発
表

の

段

階

で

「
鵬
風
」

を
読

み
、

こ
れ

に
驚

い
て
以
前

の
谷
崎

の
作
品
を
も
読

み
返
し
、
以

後
彼

の
作
品

の
読
者
と
な

っ
た
こ
と

に
な
る
。
「聴

風
」

は
、
そ
れ
だ
け

深

い

感
銘
を

「
口
ぶ
え
」
執
筆

以
前
の
折

口
に
与
え
た

の
で
あ
る
。
根
太
や
膿
、
血

な
ど

の
お
ぞ

ま
し
い
も

の
を
通

し
て
、
青
年

の
肉
体
に
襲

い
か
か
る

"
春

の
め

ざ
め
μ
を
見
据
え
よ
う
と
し
た

「
腿
風
」
は
、
気
取
り
や
ご

ま
か
し
を
振
り
捨

て
た

ス
タ
イ

ル
と
し
て
、

折

口
を
激

し
く
ゆ
さ
ぶ

っ
た

の
で
は
な

い
か
。
折

口

の
そ
う

し
た

「
鷹
風
」

へ
の
共
鳴

に
は
、
あ
る

い
は
、
誰
も
が
当
然
通
過
し
て

ゆ
く
成
長

の

一
階
梯

と
し
て
少
年

の
性
欲
を

い
と
も
軽

や
か
に

"
理
知
的
に
"

処
理
し
て
み
せ

た
森
鴎
外

の

「
ウ

ィ
タ

・
セ
ク
ス
ア
リ

ス
」
(
明

42
)
へ
の
批
判

が
射
程
に
入

っ
て
い
た
か
も
し
れ
な

い
。
「
口
ぶ
え
」

に
お
い
て
少
年

の

性

欲

は
、
単
な

る
成
長

へ
の
通
過
門

と
し
て
描

か
れ
て
は
い
な
い
。
そ
れ
は
少
年
を

突
如

混
乱

に
陥
れ
、
安
定

し
た
世
界
を

つ
き
崩
す
。
そ
し
て
そ

の
彼
方
に
黒

々

と
広
が
る
異
界

へ
と
少
年
を
誘

う
檸
猛
な
意
志

で
あ
る
。
体
内

に
噴
出
す
る
そ

の
も
う

一
つ
の
意
志

の
猛
威
を
、
谷
崎

は
輝
く
白

い
肌
に
内
包
さ
れ
る
毒

々
し

い
血
膿
と
い
う
ダ

イ
ナ
ミ
ヅ
ク
な
イ
メ
ー
ジ

に
よ

っ
て
描

い
て
み
せ
た
。
同
じ

よ
う
に
身
体
感
覚

に
注
目
し
な
が
ら
も
、
「
口
ぶ
え
」

に
は
そ
う
し
た
ダ

イ

ナ

ミ
ズ

ム
は
な

い
。
折

口
は
、

メ
リ
ヤ
ス
シ
ャ
ツ
の
肌
ざ

わ
り
、
目
覚
め
の
倦
怠

感
、
寝
汗
な
ど
、
少
年

の
身
体

の
内
側

に
刻

ま
れ
る
繊
細

で
微
弱
な
日
常

の
リ

ズ

ム
を
据
え
、
そ

の
こ
と
に
よ

っ
て
返

っ
て
生

々
し
く
少
年

の
性
愛

に
迫

る
の

で
あ

る
。

IV

 
前
述

し
た
よ
う
に
、
安
良

は
賎
し
め
と
昇
華

の
間

を
揺
れ
動
く

存

在

で

あ

り
、
彼
自
身

は
常

に
決
定

的
な
昇
華

の
契
機
を
捉
え
る
こ
と
を
願

っ
て
い
る
。

安
良
が
時
と
し
て
賎

し

い
存
在

に
財
め
ら
れ
る
契
機
が
、
彼

の
内
奥

の
春

の
め

ざ

め
に
在

る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ

る
。

し
か
し
彼

の
昇
華
、

ひ
い
て
は
よ
み
が

え
り
の
契
機
は
ど

こ
に
あ

る
の
か
ー

。
昇
華

の
契
機

は
安
良

の
周
縁
に
さ
ま

ざ

ま
な
形

で
ち
り
ば
め
ら
れ
て
い
る
。
例
え
ぽ
初
夏

の
爽
や
か
な

青

空

と

草

花
、
夕

日
を
詠
じ
た
歌
人
家
隆

や
芭
蕉
、
西
行

の
瀟
条

と
し
た
境
地
、
散
歩
道

の
途
中

に
あ
る
藤
井
寺
、
八
幡
宮
1

。
種

々
の
事
物
や
場
所
が
安
良
の
心
を

 惹
き
、
彼

に
あ

る
種

の
安

ら
ぎ

を
与
え

る
。
し
か
し
そ
の
中

の
い
ず

れ
が
安
良

に
よ
み
が
え
り

に
つ
な
が

る
昇
華
を
与
え
得
る
の
か
は
、
必
ず

し
も
明
確

に
さ

れ
て
い
な

い
。
安
良
を
決
定
的

な
昇
華

へ
導
く
契
機

と
し
て
、
ま
ず
考
え
ら
れ

る

の
は
渥
美
泰
造

の
存
在
で
あ
る
。
安
良

の
彼

へ
の
強

い
牽
引
は
、

こ
の
小
説

を

ひ

っ
ぱ

る

一
つ
の
力

と
し
て
顕
著

だ
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
二
章

で
述
べ
た
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よ
う

に
、
渥
美

へ
と
牽
引
さ
れ
る
安

良
の
思

い
は
結
局
、
岡
沢

に
対
す
る
も

の

と
同
根
な
の
で
あ
り
、
渥
美

と
岡

沢
は
安
良
を
牽
引
す
る
対
極

の
力
と
見
え
な

が
ら
、
実
は
双
方

と
も
安
良
自
身

の
合

せ
鏡

に
映

っ
た
姿
な

の
で
は
な

い
か
。

性
欲

を
濃
く
纏
綿

さ
せ
る
岡
沢
は
安
良
の

一
面

で
あ
り
、
浄

ら
か
な
境
地
を
志

向
す
る
渥
美
も
ま
た
安
良

の

一
面
で
あ
る
。
安
良

は
、
自
分
を
高
み

へ
と
引

き

上
げ

る
強

い
力

を

「
浄
ら
か
な
人
」

11
渥
美

に
期
待

し
て
い
た
。
し
か
し
西
山

の
寺

に
居
る
渥
美

か
ら

の
手
紙
を
受

け
取

っ
て
以
来
、
そ
う
し
た
期
待

に
疑

い

が
抱

か
れ
始

め
る
。
そ

の
手
紙

は

「
ど
う
も
彼

の
胸

に
し

っ
く
り
と
納
得
の
行

か
ぬ
処
が
あ

る
や
う

に
思
は
れ
る
」
。
安
良
は
あ

の
爽
や
か
な
人

に

「
ど

う

し

て
こ
ん
な
手
紙
が
書
け
る

の
だ
ら
う
」

と
誘

か
る
の
で
あ
る
。
そ
の
手
紙
は
安

良
に
、
秘
か
な
恋

心
を
打
ち
明
け

て
い
る
か
の
よ
う

に
思
わ
れ
る
。

し
か
し
安

良
は
既
に
、
そ
う
し
た
恋
心
が
性
欲
に
根
ざ
す
も

の
で
あ
る

こ
と
を
気
づ
い
て

い
る
。
彼
は
、
自
分
が
抱

い
て

い
る
の
と
同
じ

「
む
さ

い
処
に
根
ざ

し
た
心
」

を
渥
美
が
抱

い
て
い
る
と
は
到
底

信
じ
ら
れ
な

い
。
そ

の
疑
問
を
解
く
た
め
に

も
、
安
良
は
西
山
の
寺

へ
向
う

の
で
あ
る
。
渥
美

に
逢

っ
た
安
良
は
、
や
は
り

彼
を

「
仏

の
や
う
な
人
」
と
し
て
憧
憬

し

つ
づ
け

る
。
し
か
し

「
口
ぶ
え
」

の

叙
述

は
、
渥
美
が
や

は
り
安
良
と
同

じ
よ
う
な
懊
悩
を
内
包
し
、
そ
れ
故
に
山

に
籠

っ
て

い
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。
安
良

の
記
憶

の
中
の
渥
美

は

「
は
れ

み
＼

と
し
た
瞳

を
し
て
も

の
言
ふ
人
」

で
あ

っ
た
は
ず
だ
が
、

西
山

で
の
渥
美

の
イ
メ
ー
ジ
は
そ
れ

と
は

か
な
り
異

る
。
彼

は
口
数
も
少
く
愴

然
と
考
え

こ
ん

で
い
る
こ
と
が
多

い
。
特

に
安
良

と
並

ん
で
谷
川
を
み

つ
め
る
渥
美

の
姿
は
印

象
的

で
あ
る
。

 
 
な
ぜ
か
今

朝
か
ら
も

の
か
ず
も
ゐ
は
な
い
で
ゐ

た
友
は
、
項
垂
れ
た
ま

工

 
 
青
ざ
め
た
頬
を
手

に
さ

」

へ
て
、
吸
ひ

つ
け
ら
れ
た
や
う
な
目

つ
き
を
し

 
 

て
、
淵

の
色
に
見
入

っ
て
ゐ
る
。
…
…
中
略

…
…
顔
を
そ
む
け

て
ゐ
た
渥

 
 
美

の
頬

に
は
涙
が
伝
う
て
ゐ
た
。

 

「浄

ら
か
な
人
」
渥
美
さ
え
も
、
内
奥

の
春

の
あ
ざ
め
に
う
ち

ひ
し
が
れ
よ

う
と
し
て
い
る
。
彼

は
そ

こ
か
ら
自
ら
を
救

う
唯

一
の
手
だ
て
と

し
て
、
死
に

牽
引
さ
れ
て
い
る
。
彼

は
安
良

に

「
み
ん
な
大
人

の
人
が
死
な
れ

ん
く

い
ひ

ま
す
け
れ
ど
、

わ
て
は
死

ぬ
く
ら
ゐ
な

こ
と
は
な
ん
で
も
な
い
こ
つ
ち
や
思

ひ

ま
す
。

…
…
」

云

々
と
言

い
、
安
良
を
死

へ
と
誘
う

の
で
あ
る
。

こ
う

し
た
渥

美

の
姿

は
、
自
己

の
内

の
春

の
め
ざ

め
を
畏

れ
、
「
瀟
條
た
る
末
路
」
(
初
出
)

を
た
ど

っ
た
家
隆
や
西
行
、
芭
蕉

の
寂

し

い
境

地
に
惹

か
れ
つ

つ
死

に
親
和
す

る
安
良

の
姿

と
軌

を

一
に
す

る
も

の
で
あ
る
。
同
質

の
方
向
軸
が

二
本
繕
り
合

さ
る
こ
と
に
よ
り
、

二
人

の
少
年

は
実

際
の
死

へ
と
歩
を
運
ぶ
。
「
口

ぶ

え
」

は
未
完

で
あ

る
が
、
そ

の
最
後

は

二
人

の
少
年
が
岩
角

へ
身
を

の
り
出
し
、
墜

死
し
よ
う

と
す

る
と
こ
ろ
で
終
る
。
渥
美
が
、
安
良

の
懊
悩
を
超
え
た
力
強

い

よ
み
が

え
り
を
与
え

る
存
在

で
は
な

い
こ
と
は
、

こ
の
結
末

に
お
い
て
も
明
ら

か
で
あ
る
。
で
は
、
安
良
を
生

へ
と
力

強
く
誘
う
契
機
は
ど
こ
に
あ

る
の
か
。

 
東
郷
克
美
氏

は
、
「
口
ぶ
え
」

に

「
宗
教
的
な
も

の
に
よ
る
自
己
救
済

へ
の

志
向
」

の
底
流
す

る
こ
と
を
指
摘

し
、

そ
の
意
味

で
少
年

の
大
和
飛
鳥

へ
の
憧

 
 
 
 
 
 
 
(
5
)

憬
に
注
目
し
て
い
る
。
た
し
か
に
安
良

の
心
を
惹
く

い
く

つ
か
の
事
物

の
中
で

も
、
大
和
飛
鳥

の
地

の
存
在
は
際
立

っ
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
、
大
和
飛
鳥
を
旅

す

る
時

の
安
良

は
、
常

に
青
ざ
め
た
自
分
自
身

を
鏡

で
み

つ
め
る
よ
う
な
癖
-

1
繊
弱
な
反
省

心
や
自
己
嫌
悪

か
ら
解
き
放
た
れ
、
思

い
き
り
自
己
を
外

へ
と

放
散
さ
せ
る
力

を
得

て
い
る

か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
、
西
行
や
芭
蕉

の
詩
歌

に
対
す

る
時
の
安
良
が
抱
く

よ
う
な
死

・
遁
世

へ
の
親
和
は
微
塵
も

み
ら
れ
な

い
。
彼
は
大
和
三
山
の
広
が

る
夏
野

で
放
尿
し
、
声

の
限
り
歌
う
。

 
 
光

は
ま
と
も
に
、

白
い
下
腹

を
照
ら
す
。
そ
の
瞬
間
、
彼

は
非
常

な
力

の

 
 
湧
き

の
癒

っ
て
来

る
の
を
感

じ
た
。
彼

は
磧
を
気
狂

の
や
う
に
、

ま

一
文
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字

に
走

っ
た
。
身
も
裂
け

よ
と
ば

か
り
、
声
は
り
あ
げ

て
旋
頭
歌
を
歌

っ

 
 

た
。

 
夏

の
日
射
し
を
浴
び
放
尿
す

る
安
良
の
姿

に
は
、
前
掲

の
湯
上
り

シ
!

ン
と

は
異

ろ
明
朗
な

エ
ロ
ス
が
き

ら
め
く
。
更

に
祖
父

の
実

家
に
当

る
飛
鳥

の
古
社

を
詣

で
た
安
良
は
、
祖
神

か
ら
現
在
の
懊
悩
を
超
克
す

る
啓
示
を
受
け
る
。

 
 

さ
う

し
て
ゐ
る
の
ち
に
、

ひ
ろ

い
神

の
心
が
、
安
良

の
胸

に
、
あ
た

エ
か

 
 
く
溶
け

こ
ん
で
来

る
。
お
ま

へ
た
ち
と
お
な
じ
や
う
な

こ
と
を
や

つ
て
来

 
 

た
わ
し
だ
。
そ
ん
な

こ
と
は
、
す

べ
て
わ
し

の
前

に
は
、
罪
と
は
見

え
な

 
 

い
。
お
ま

へ
の
せ
な
け
れ
ぽ
な
ら
ぬ
こ
と
は
、

目
の
ま

へ
に
あ
る
で
は
な

 
 

い
か
、

と
囁

か
れ

る
や
う
な
心
も

ち
が
す
る
。

 

こ
こ
に
お
い
て
よ
う
や
く
安
良
は
、
己
が
存
在

の
淵
源

に
逢
着

し
た
か
に
見

え
る
。
そ

の
聖
域

を
、
折

口
は
、
訪
れ

る
人
も
な
く
野

の
只
中
に
荒
廃

し
て
ゆ

く
野
社
と
し
て
描

い
て
い
る
。

 
 
古
典
に
し
ぼ
く

そ

の
稜
威

を
見

せ
て
ゐ
る
大
社
も
、
今

で
は
草

の
な

か

 
 

の
野
や
し
ろ
と
な

つ
て
、
古
神
道

の
は
て
を
思

は
せ
る
や
う

に
傾

い
て
ゐ

 
 
た
。

 
時
流
か
ら
外
れ
、
顧
み
ら
れ
な
い
古

い
神

々
と
孤
独
な
少
年

の
心
と
の
冥
合

と

い
う

こ
の
構
図

に
は
、
明
ら
か
に
メ
レ
ジ

ュ
コ
ー
フ
ス
キ
イ
の
小
説

『
背
教

老
ジ
ウ
リ
ア
ノ
』
を
軸
と
す
る

"
神

々
の
死
π
の
モ
チ
ー
フ
を
み
る
こ
と
が

で

き
る

の
で
は
な

い
だ

ろ
う
か
。
折

口
が
明
治
四
十

三
年
十

一
月

の

『
ホ
ト
ト
ギ

ス
』

に
発
表

さ
れ

た
メ
レ
ジ

ュ
コ
!
フ
ス
キ
イ
の
こ
の
小
説
を
読

み
、
そ

こ
に

「
生
活

」
や

「
精
神
」
を
感
じ
深

い
影
響
を
う
け
た
こ
と

に
注
目
し
た
の
は
、

 
 
 
 
 
 
 
 
(6
)

長
谷
川
政
春
氏

で
あ

る
。
氏
は
、
折

口
の
発
生
論

を
は
じ
め
、
小
説

『
死
者

の

書
』
に
も

メ
レ
ジ

ュ
コ
ー

フ
ス
キ
イ
の

"
神

々
の
死
"

の
ひ
と

つ
の
影
響
が

み

ら
れ
る
こ
と
を
指
摘

し
て

い
る
。
そ

の
指
摘
を
ふ
ま
え
な
が
ら

「
口
ぶ
え
」
を

み
る
時
、

こ
の
処
女
小
説

に
も
既
に
明
ら

か
に
メ
レ
ジ

ュ
コ
ー
フ
ス
キ

イ

『
背

教
者
ジ

ウ
リ

ア
ノ
』

の
影
響
が
看
取
さ
れ

る
と
考
え
る
の
で
あ

る
。

 

『
背
教
者
ジ
ウ
リ
ア
ノ
』
は
、

ロ
ー

マ
皇
帝

ジ
ウ
リ
ア
ノ

(
ユ
リ

ア
ヌ
ス
)

を
主
人
公
と
し
、
新
興

の
キ
リ

ス
ト
教

が
蔓
延
す
る
中

に
あ

っ
て
そ

の
流
れ
に

逆
行

し
、
古
代
ギ
リ
シ
ヤ
の
神

々
を
復
活
さ
せ
よ
う

と
す

る
ジ
ウ
リ

ア
ノ
皇
帝

の
悲
劇
を
描
く
。
「
口
ぶ
え
」
と
の
関
連

に
お

い
て
注
目
さ
れ
る

の

は
、
皇
帝

の
孤
独
な
少
年
時
代

の
精
神
生
活

で
あ

る
。
ジ
ウ
リ
ア
ノ
は
実

の
伯

父

に
両
親

を
殺
害
さ
れ
、
兄

と
共

に
幽
閉

さ
れ

て
い
る
。
常

に
暗
殺

の
危

険

に
脅

か
さ
れ

な
が
ら
、
陰
気

な
教
師
や
僧
に
キ
リ
ス
ト
教
の
宗
教
問
答

を
教
育
さ
れ
る
日

々

を
送
る

の
で
あ

る
。

ジ
ウ
リ
ア
ノ
は
、
人
間
に
罪
や
罰
、
死

の
観
念

を
強

い
る

よ
う
な
キ
リ

ス
ト
教

に
本
能

的
な
反
発
を
覚

え
る
。
彼

の
心
が

求
め

て
や
ま
な

い
の
は
、
晴
朗

な
美
や
歓
び
、
楽

し
み
を
湛

え
る
古
代
ギ
リ

シ
ャ
の
神

々
で
あ

る
。
し
か
し
そ
の
神

々
は
キ
リ
ス
ト
教

の
勢

い
に
遂
わ
れ
、
邪
教

の
神

と
し
て

滅
び

つ
つ
あ
る
。

こ
こ
で
メ
レ
ジ

ュ
コ
フ
ス
キ
ー
は

ヨ
ー

ロ
ッ
パ
文

学
の

一
つ

の
命
題
で
あ

る
、

キ
リ

ス
ト
教

と
そ
れ
以
前
の
神

々
の
対
立
、
す

な
わ
ち

"
神

々
の
死
"
を
扱

お
う
と
し
て
い
る
。
少
年

ジ
ウ
リ
ア
ノ
は
、
荒
廃

し
た
古
代
ギ

リ

シ
ャ
の
神
殿

や
神

の
森
、
古

い
信
仰
を
秘

か
に
守
る
人

々
を
訪

ね
、

そ
こ
で

休
ら
ぎ

と
新
生

へ
の
力
を
得

る
。
あ
る
時

は
彼

は
木
立
ち

の
中

に
教
会

の
番
人

に
よ

っ
て
こ
わ
さ
れ
た
キ

ュ
ー
ピ

ヅ
ド

の
像
を
見
出
す
。
腕

の
無

い
そ
の
神
像

の
不
思
議

な
微
笑

は
彼
を
強
く
惹
き

つ
け

る
。
あ
る
時

は
牧
羊
神

の
像

の
放
置

さ
れ
た
ま
ま
の
洞
窟

で
も
の
思

い
に
沈
み
、
あ

る
時
は
朝
の
日
射

し
を
浴
び
な

が
ら
素

裸
で
ギ

リ
シ

の,
の
円
板
投
げ

の
ゲ
ー

ム
に
興
ず
る
少
女

に
明
朗

で
無
垢

な
古
代

の
精
神
を
感
じ
、
恋

心
を
抱
く
。
閉
塞
状
況

の
中
で
明
朗

な
生
命
力
濫

れ
る
古
代

の
神

々
に
傾
斜
す

る
こ
の
孤
独
な
少
年

の
姿
は
、
古

い
神

々
の
存
在

の
濃
厚

な
大
和
飛
鳥

で
自
己
を
解
放
し
、
野
中

の
荒
れ
た
古
社

で
未
来

へ
の
啓
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示

を
得

る
安
良

の
姿

に
通
底
す
る
も
の
が
あ

る
。

 
折

口
が

『
背
教
者
ジ
ウ
リ
ア

ノ
』

に
感
受

し
た

"
神

々
の
死
"

の
モ
チ
ー
フ

は
、

ハ
イ
ネ

『
諸
神
流
詫
』
な
ど
と
も
絡
み
合

い
、
更

に
折

口
自
身
が
民
俗
採

訪

の
旅

で
得

た
実
感

と
重
り
な
が
ら
、
彼

の
学
問

・
創
作
の

一
つ
の
基
盤

と
し

て
の
古
代
像
を
形
成

し
て
ゆ
く
わ
け

で
あ

る
が
、
「
口
ぶ
え
」

に
お
い
て

は

ま

だ
そ
こ
ま
で
の
成
熟
度
は
み
ら
れ
な
い
。
こ
の
時
点

で
折

口
が
共

鳴

す

る

の

は
、
孤
独
な
少
年

の
自
己
回
復

と
し
て
の
古
代

へ
の
憧
憬

で
あ
り
、

「
口
ぶ
え
」

に
お
け
る
古
代

の
イ
メ
ー
ジ
は
、
『
背
教
者

ジ
ウ
リ
ア
ノ
』

に
お
い
て
ジ

ウ

リ

ア
ノ
の
憧
憬
す

る
古
代
ギ
リ

シ
ャ
の
イ
メ
ー
ジ
を
か
な
り
直
接
的

に
受
け
継

い

で
い
る
と
思
わ
れ

る
。
そ
の
例

と
し
て
更

に
、
安
良
の
長
谷
寺
詣

で
の
場
面
を

み
て
み
よ
う
。

 
飛
鳥

の
古
社

の
前

に
額
つ

い
た
安
良

は
そ

の
後
、
安
居
院

・
橘
寺

・
岡
寺
な

ど

を
巡

っ
て
月

の
出
る
頃
、
長

谷
寺

に
着
く
。
観
音

を
祀

る
こ
の
寺

に
参
籠

し

た
で
あ
ろ
う
多
く

の
平
安
朝

の
女
性
を
追
懐

し
、
夢
み
心
地

に

な

っ
た

安

良

は
、

こ
こ
で
不
思
議
な
幻
影

を
見

る
。

 
 
太

い
円
柱
が
所

々
に
立

つ
て
、

ほ
の
暗

い
隈
を

つ
く

つ
て
ゐ
る
。
安
良

は

 
 
音
も
立
て
な

い
で
つ
エ
ま
し
や
か
に
堂

の
ま
は
り
を
あ

る
い
て
見
た
。

ひ

 
 
と
ま
は
り

し
て
、
も
と
の
舞
台

に
戻

つ
て
来
て
、

ふ
と
ふ
り
む
く
と
、
堂

 
 

の
立
蔀

に
見
を
よ
せ
て
す
う

つ
と
白

い
姿
が
う
ご
く
。
安
良
は
瞳

を
凝

し

 
 

て
身

じ
ろ
き
も
せ
な
か

つ
た
。
白

い
姿
も
ち

つ
と
立

ち
止

つ

て
動

か

な

 
 

い
。
安
良
は
恐
る
く

近

よ

つ
て
行

つ
た
。
白

い
姿

は
だ
ん
く

輪
廓
が

 
 
溶
け
て
行

つ
て
、
夢
の
や
う
に
消

え
て
し
ま

つ
た
。

 
暗
示
に
富
む
場
面
で
あ
る
。
「
白

い
姿
」
は
あ
る

い
は
、
平
安
朝

の
女

性

の

前

に
示
顕
し
た
長
谷
寺

の
観
音

で
あ

る
の
か
も
し
れ
な

い
。
そ

の
女
性
的
な
る

も
の
の
幻
影
は
、
安
良
が
前
に
飛
鳥

の
古
社

で
得
た
未
来

へ
の
啓
示
に
連
接
す

る
も

の
で
あ
る
こ
と
が
推

さ
れ

る
。
し

か
し
そ
れ
が
何

で
あ
る
の
か
明
さ
れ
な

い
ま
ま
、
安
良

は
そ

の
イ
メ
ー
ジ
を
喪

っ
て
し
ま
う

の
で
あ
る
。
飛
鳥

の
古
社

に
次

い
で
安
良
の
自

己
回
復

に
重
要
な

こ
の
場
面
も
、
「
背
教

者
ジ
ウ
リ
ア
ノ
」

を
彷
彿
と
さ
せ
る
。
孤
独
な
ジ
ウ
リ
ア

ノ
が
特

に
心
の
拠
り
ど
こ
ろ
と
し
て
い

た
の
は
、
近

所
の
森

の
中

に
あ
る
愛

の
女
神

ア
フ

ロ
デ

ィ
テ
の
神

殿

で

あ

つ

た
。
少
年
時
代

の
終
り

に
彼
が

こ
こ

で
見

た
女
神

の
幻
影
は
、
彼

に
古

い
神

々

の
復
活

を
決
意

さ
せ
る
。
夕
日
射

す
頃
、

ジ
ウ
リ

ア
ノ
は

一
人
神
殿
を
訪
れ
、

白

い
大
理
石

の
女
神
像
を
仰

ぐ
。

 
 
四
周
は
冷

た
く
静
ま
り
返

つ
て
ゐ
る
。
柱

の
大
斗

は
夕
日

に
照
さ
れ
、
明

 
 
る
く
浮

上
る
襲
模
様
が
薄

暗

い
床

と
対
照

し
て
、
黄

金
の
髪

の
毛

の
や
う

 
 
に
柔
か
く
輝

つ
て
ゐ
る
。
…
…
中
略

…
…
目

の
前
に
女
神
が
ゐ

る
。
社
殿

 
 

の
真
中

の
蒼
空

の
下

に
、

ア
フ

ロ
ヂ

テ

・
ア
ナ
ヂ

オ
メ
ー
ネ
が
、
沖

の
白

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(
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波
か
ら
生
れ
出
た
儘

に
、
白
く
冷

た
く
"行
ん
で
ゐ
る
。

 
夢
み
心
地
に
な

っ
た
ジ
ウ
リ

ア
ノ
は
、
女
神

に
抱

か
れ
る
幻
影

を
見
、
深

い

幸
福
感

を
得

る
。

 
 
女
神
が
漸

々
と
降
り
て
来

た
…
…
。
矯

つ
と
、
白
い
軟

か
い
肱
が
頸

に
絡

 
 
は

つ
た
。
莞
爾

し
て
さ
れ
る
儘

に
な

つ
て
ゐ
る
。
大
理
石

の
冷

た
さ
が
心

 
 

の
底

ま
で
染

み
透

つ
た
。
…
…

 
月

の
で
る
頃
夢

か
ら
覚
め
た
ジ
ウ
リ
ア
ノ
は
、
再
び
女
神
像

を
仰
ぎ
、

こ
の

美
し

い
古
代

の
神

に
永
遠

の
愛

と
忠
誠
を
誓
う

の
で
あ
る
。
女
性

の
神
を
祭
る

神
殿

・
円
柱

・
月

の
で
る
頃
そ

こ
を
迫
遙
す
る
少
年
と
彼

の
前

に
現
れ

る
女
性

的
な
神
性
の
白

い
幻
影

と
い
う
設
定
は
、
「
口
ぶ

え
」
に
か
な

り
忠
実

に

投

影

さ
れ
て
い
る
と
み
る
こ
と
が
で
き

る
。
と
は
い
え
、
ジ
ウ
リ
ア
ノ
が
白

い
幻
影

の
意
味

を
自

己
の
内

に
し

っ
か
り
と
捉
え
た
の
に
比
べ
、
安
良

は
そ
の
イ
メ
ー

ジ
を
さ
え
見
失

っ
て
し
ま
う
。

こ
の
相
違

は

「
口
ぶ
え
」

を
考

え
る
上
で
重
要
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で
あ
る
。

 

さ
て
、
『
背
教
者
ジ
ウ
リ
ア
ノ
』

と

「
口
ぶ
え
」

の
連
関

を
見

る
上

で

更

に

注
目
す

べ
き

は
、
安
良
が
古
代

の
イ
メ
ー
ジ
と
し
て

「
大
理
石
の
礎
」
を
深
く

心
に
留

め
て
い
る
点

で
あ
る
。
大
和
飛
鳥
か
ら
大
阪

の
家

へ
戻

っ
た
安
良
は
、

光

輝
溢
れ

る
彼
地
を
忘
れ
難
く
、
昼
間

で
さ
え
そ

の
幻
影

を
追
う
。

 
 

大
空

の
底

に
、
昼
の
月
が

ほ
ん
の
り
と
見
え
る
。
う

つ
と
り
と
な

つ
た
目

 
 

の
前
に
、
古
寺

の
大
理
石

の
礎
や
見
あ
げ
る
や
う
な
石

の
か

ら

と

な

ど

 
 

が
、
ち
ら
く

と
す

る
。

 

安
良
が
古
代

の
イ

メ
ー
ジ
と
し
て
思

い
描
く

の
は
、
「
古
寺

の
大
理
石

の
礎
」

と

「
見
あ
げ
る
や
う
な
石

の
か
ら
と
」

で
あ

る
。
後
者

に
つ
い
て

は

た

と

え

ば
、
石
舞

台
を
は
じ
め
と
し
て
飛
鳥
に
多
く
残
る
石
の
遺
跡

を
当

て
は
め
れ
ぽ

よ
い
で
あ
ろ
う
。
問
題
な

の
は
前
者
、
す
な
わ
ち

「古
寺

の
大
理
石
の
礎
」

で

あ

る
。
そ
う

い
え
ば
安
良

の
肉
体
描
写

に
も

「
大
理
石
の
滑
ら

か
な

膚

を
、
」

と
い
う
箇
所
が
あ

っ
た
が
、
大
理
石
に
は
ど
う
し

て
も
西
洋
的
な
要
素
が
濃
く

纏
綿
し

て
い
な
い
で
あ

ろ
う

か
。
そ
う
し
た
も

の
と
古
代
日
本
が
結

び

つ
け
ら

れ

て
い
る
点
に
、

一
種
異
様
な
印
象
を
う
け

る
。
果

し
て
安
良
が
そ
ん
な

に
深

く
印
象
す

る
ほ
ど
、
大
和
飛
鳥

の
寺
院
建
築

の
礎
石

に
大
理
石
が
使
用

さ
れ

る

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

(
8
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こ
と
は

一
般
的

で
あ
る

の
か
?

 
調
べ
て
み
る
と
、
答
え
は
否
で
あ

る
。

 

飛
鳥

・
奈
良
朝

の
寺
院
建
築

に
用

い
ら
れ
た
礎
石

は
主
に
花
簡
岩

・
凝
灰
岩

な
ど
土
地
産
出

の
自
然
石
で
あ

り
、
僅

か
に
薬
師
寺
金
堂
仏
壇

の
飾
り

に
白
大

理
石
が
用

い
ら
れ
て

い
る
の
が
注
目

さ
れ
る
程
度

で
あ
る
。
礎
石

と
し
て
の
大

理
石
の
使
用
は
、
ま
ず
無

い
。
唯

一
の
例
外
は
飛
鳥
川
原
寺
で
あ

る
。
川
原
寺

金
堂
の
礎
石

に
は
白
大
理
石
が
使
用
さ
れ
て
い
る
。
『
飛
鳥
川
原
寺
』
(
網
干
善

教

・
昭

51
 

日
本
放
送
出
版
協
会
)

は
こ
の
点

に

つ
い
て

「
飛
鳥

か
ら
奈
良
朝

寺
院
跡

の
な
か

で
、
建
物

の
礎
石

に
大
理
石

(
石
灰
岩
)
を
用
い
て
い
る
こ
と

は
、

他
の
寺
院

に
例
を
見
な
い
こ
と
で
あ

っ
て
、
極
め
て

「
特
殊
」

な
も

の
で

あ
る
と
い
え
よ
う
。
」
と
述
べ
て
い
る
。
折

口
が
そ
う
し
た

「
特
殊
」

な

例

と

し
て
の
大

理
石

の
礎
石
を
、
わ
ざ
く

古
代
日
本

の
イ
メ
!
ジ
に
結
び

つ
け
た

の
は
何
故

な
の
か
ー

。
安
良
が
飛
鳥
川
原
寺

に
特
に
強

い
印
象

を
抱

い
た
と

い
う

の
で
あ
れ
ぽ
、
そ
の
理
由
は
納
得

で
き

る
。
し
か
し

「
口
ぶ
え
」

に
は
、

川
原
寺

に
つ
い
て

一
言
も

言
及
さ
れ
て
い
な

い
。
折

口
は
や
は
り

こ
こ
で
も
、

『
背
教
者

ジ
ウ
リ
ア

ノ
』

に
強
く
牽
引

さ
れ

て
い
る
の
で
は
な

い
か
。
な
ぜ

な

ら
ば
、
『
背
教
者
ジ
ウ
リ
ア
ノ
』
に
お
い
て
大
理
石
は
、
晴
朗
な
古
代
ギ

リ

シ

ア
の
象
徴
と
し

て
の
意
味

を
附
与
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ

る
。
ジ
ウ
リ
ア

ノ
を

神

々
の
復
活

へ
と
導
く
古
代
風
の
場
所
や
事
物

に
は
、
必
ず
と

い

っ
て
よ
い
ほ

ど
大
理
石

の
イ

メ
ー
ジ
が
纏
綿
す
る
。
た
と
え
ぽ
、
前
掲

の
愛

の
女
神
の
神

殿

は
次

の
よ
う
な
外
観

に
よ

っ
て
ジ
ウ
リ
ア
ノ
を
引
き
寄

せ
る
。

 
 

イ
オ

ニ
ア
式
の
大
理
石

の
柱

は
日
光

に
浸

つ
て
、
雪

の
や
う
に
静
か
に
温

 
 

か
い
蒼
空
に
聾

え
て
ゐ
る
。

 

ま

た
、
ジ
ウ
リ
ア
ノ
の
敬
愛
す
る
学
者

マ
キ

シ
ム
ス
の
住

い
は

「
静
か
な
大

理
石

の
房

々
」

を
備

え
、
そ

の
静
誰

は
ジ
ウ
リ
ア
ノ
の
う
ら
や
む
と

こ
ろ
で
あ

る
。
将
来
を
思
い
悩
む
ジ
ウ
リ
ア
ノ
に
、

マ
キ
シ
ム
ス
は
彼
が
皇
帝

の
座

に
着

く

こ
と
を
予
言

し
、
次

の
よ
う
に
命
ず
る
。

 
 

所
有
物

を
征
服

せ
よ
。
身
体

は
神
人
を
切
り
出
す
大
理
石

の
や
う

に
堅
く

 
 
あ

れ
。

 

ジ
ウ
リ
ア
ノ
が
恋
心
を
抱
く

ア
ル
シ
ノ

エ
も
、
大
理
石
に
埋
も
れ
、
神

々
を

彫
刻
す

る
こ
と
に
心
傾
け
る
少
女

で
あ

っ
た
…
…
。
大
理
石
が
理
想

の
古
代

を

象

徴
す

る
要
素

と
し

て
描
か
れ
て
い
る
こ
と
は
、
ジ
ウ
リ
ア
ノ
と
同
じ

よ
う

に

古
代

を
憧
憬
す

る
若
者
、
ア

ン
ト

ニ
ヌ
ス
の
言
葉

に
更
に
明

ら
か
で
あ

る
。

 
 

ジ
ゥ
リ
ア
ノ
、
彼

の
黒

い
衣

を
着
た
奴

を
見
な
さ

い
。
彼
れ

は
夕
暮

の
影
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だ
、

死
の
影
だ
。
鰭
て
、
昔
風

の
白
衣
も
、
日

に
光

る
大
理
石

一
片
も
、

 
 

此
の
世
に
跡
を
絶

つ
の
だ
。
…
…
最
早
駄
目
だ
。

 

こ
こ
で
ア
ン
ト

ニ
ヌ
ス
は
黒
衣
を
ま
と
う

キ
リ

ス
ト
教
徒

を
死

の

影

に
喩

え
、
そ

の
影
が
古
代

の
神

々
を
滅
ぼ
し
て
ゆ
く

こ
と
を
嘆
く
。
そ
の
際
彼
が
、

自
分

の
愛

し
て
や
ま
な

い
古
代
世
界
を

「昔
風

の
白
衣
」

と

「
日
に
光

る
大
理

石

一
片
」

に
象
徴
さ

せ
て
い
る
点

に
注
目
し

た

い
。
「
背
教
者

ジ
ウ
リ

ア
ノ
」

に
お

い
て
メ
レ
ジ

ュ
コ
フ
ス
キ
ー
は
、
意
識
的

に
キ
リ

ス
ト
教
世
界
を
陰
気
な

黒
色

に
喩

え
、

そ
れ

に
対
し
て
滅
び
ゆ
く
古
代
ギ
リ

シ
ャ
世
界

を
輝
く
白
色
に

喩
え

て
い
る
。

そ
の
白
色

の

一
つ
の
代
表
が
、
大
理
石
で
あ

る
。
彼
が
ジ
ウ
リ

ア
ノ
の
憧
憬

を
通
し

て
描
い
て
み
せ
る
古
代

は
、
し
ぽ
く

大
理
石

の
神
殿

の

円
柱

が
蒼
空

に
白
く
輝
く
風
景

で
あ
り
、
皓

々
た
る
大
理
石

の
ナ
リ

ン
ポ

ス
の

神

々
が
居

並
ぶ
風
景

で
あ
る
。

こ
う
し
た
大

理
石

の
も

っ
意
味

に
、
折

口
は
知

ら
ず
く

の
内
影
響
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な

い
か
。
そ
れ
ゆ
え
に
安
良
は
、

大

和
飛
鳥

の
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
、
実
際
に
は
稀
有
な
例
で
あ

る

「
大
理
石

の
礎
」

を
思
い
浮

べ
て
し
ま
う
の
で
は
な

い
で
あ

ろ
う
か
。
「
日
は
、
空

の
雲
を

焼

き

っ
く

し
て
、
青

々
と
し
た
空
虚
が
何
処

ま
で
も
続
」
く
大
和
飛
鳥

の
夏
野
に
、

安
良
は
白
く
輝
く
大
理
石
の
伽
藍

の
讐

え
る
古
代

の
風
景

を
幻
視

し
た

の
か
も

し
れ
な
い
。
大
和
飛
鳥

は
、
折

口
に
お
い
て
古
代
を
表
す

一
つ
の
具
体
像

と
し

て
重
要

で
あ

る
。
そ

の
像

の
形
成
に
、
陰
欝
な
キ
リ

ス
ト
教
世
界

に
対
立
し
明

朗

な
生
命
力
温
れ
る
古
代
ギ
リ

シ
ャ
世
界

へ
の
視
点
が

入
り

こ
ん

で
い
る
可
能

性

を
、

こ
こ
で
指
摘

し
て
お
き
た
い
と
思
う

の
で
あ
る
。

V

閉
塞
状
況

の
中
で
生
命
力
温
れ
る
古
代

の
神

々
に
傾
斜

し
て
ゆ

く

安

良

に

は
、

た
し
か
に
ジ
ウ
リ
ア
ノ
の
面
影
が
見
出

せ
る
。
し
か
し
両
者

の
間
に
は
決

定
的
な
相
違
が
あ

る
。
す
な
わ
ち
、
ジ
ウ
リ
ア
ノ
が

ロ
ー

マ
皇
帝

と
し
て
の
大

き
な
運
命
を
身

に
備
え

て
い
る
の
に
比
べ
、
安
良

は
そ
う
し
た
運
命

を
持

た
な

い
、
単
な

る
中
学
生
に
過
ぎ
な
い
点

で
あ
る
。
そ
の
相
違

の
故

で
あ

ろ
う
か
、

ジ

ウ
リ

ア
ノ
が
自
分

の
前
に
現
出
す
る
幻
影
や
神

の
啓
示

の
意
味

を
自
己
の
内

に
強
く
捉
え
、
神

々
の
復
活

へ
の
導
き
と
し
て
ゆ
く

の
に
比
べ
、
安
良

は
そ
う

し
た
啓
示

の
意
味

を
悉
く
見
失

っ
て
し
ま
う
。
長
谷
寺

の
白

い
幻
影
も
、
飛
鳥

の
古
社

で
得

た
祖
神

の
啓
示
の
意
味
さ
え
も
ー

。
「
お
ま

へ
の

せ
な
け

れ

ば

な
ら
ぬ

こ
と
は
目
の
ま

へ
に
あ

る
」
と

の
啓
示
を
う
け

た
安
良
は
、

さ
し
当

り

遠
縁

に
当
る
そ
の
古
社
と
自
分

の
家
と

の
交
流

を
昔
通
り
に
復

す
る
こ
と
が
、

そ

の
啓
示

の
指

し
示
す
事
だ

と
解
釈
す
る
。
そ

の
た
め

に
古
社

の
奥

に
進

ん
だ

彼
は
し
か
し
、
生
来

の
人
見
知
り

の
た
め
誰
に
も
会
わ
な

い
内

に
そ
こ
か
ら
立

ち
去

っ
て
し
ま
う

の
で
あ

る
。
安
良
に
対

し
投
げ

か
け
ら
れ
る
さ
ま
ざ

ま
の
昇

華

の
契
機
は
、

こ
の
よ
う
に
す

べ
て
暗
示
に
留

ま
り
、

一
つ
の
カ

へ
と
結
集

し

て
ゆ
く

こ
と
が
無

い
。
ま
る
で
こ
の
小
説

の
中

に
は
、
ぽ
ら
く

の
力
が
撒

か

れ

て
い
る
よ
う

で
あ
り
、

そ
れ
が
小
説

の
風
景

を
不
透
明
な
も
の
に
し
て
い
る

の
で
あ

る
。
そ
れ
は
あ
る
い
は

「
口
ぶ
え
」
が
未
完

で
あ
る
た
め

で

あ

ろ

う

か
。
安
良

と
渥
美
が
崖

の
岩
角

へ
の
り
出
す
最
終
場
面

の
後

に
折

口

は
、
(
前

篇
終

)
と
記

し
て
い
る
。
存
在

し
な
い
後
篇

に
何
が
起
り
得

た
か
、
そ
れ
は
想

像

し
難

い
。

し
か
し

「
口
ぶ
え
」

の
不
透
明
は
、
未
完

の
た
め
と
い
う

よ
り
、

こ
の
小
説

の
本
質
に
帰
結
さ
れ
る
べ
き
問
題

で
あ
る
と
考

え
ら
れ

る
。

こ
の
小

説
は
本
来
、

一
つ
の
分
裂
を
抱
え
て
い
る
。
そ
れ
は
折

口
が
安
良
を
通

し
て
性

欲
に
悩

む
少
年

の
日
常

を
描

こ
う
と
し
な
が
ら
、

一
方

で
そ
こ
に
、
賎

し
め
ら

れ
る
期

間
を
経

て
昇
華
す

る
神

の
像

を
透

し
見
ず

に
お
ら
れ
な
い
点

で
あ

る
。

「
口
ぶ
え
」

に
は
、

き
わ
め
て
自
然

主
義
的
な
私
小
説

の
中
に
神
話

の
要
素
が

割
り
込
ん
で
い
る
よ
う
な
異
和
感
が
あ

る
。
春

の
め
ざ

め
に
悩

む
中
学

生
、
安
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良
に
は
、
時
と
し
て
賎

し
め
ら
れ
る
神

の
性
格
が
見
え
隠
れ
す
る
。
前
述

の
よ

う
に
、
体
操
教
師
に
上
衣
を
は
が
さ
れ
、
壇

上
に
立
た
さ
れ
た
時
、
そ
れ
は
最

も
顕
著

に
あ
ら
わ
れ

る
。
さ
ま
ざ
ま
の
昇
華

の
契
機
は
、
彼
の
内

に
潜
む
そ
の

神
性

に
よ

っ
て
こ
そ
強
く
捉
え
ら
れ
、
何
ら

か
の
形
を
と

っ
た
昇
華
を
結
実
す

べ
き
も

の
で
あ

っ
た

ろ
う
。
し
か
し

一
切

の
虚
構
を
ふ
り
す

て
、
少
年
期

の
真

実
を
少
年

と
同

じ
視
点
か
ら
み

つ
め
よ
う
と
す
る

「
口
ぶ
え
」

の
も
う

一
つ
の

方
向
軸
は
、
そ
れ
を
拒
否
す

る
。
そ

の
方
向
軸
は
む
し
ろ
安
良
を
死

へ
の
親
和

に
近

づ
け
、
同
じ
懊
悩
を
抱
え
る
渥
美
と

の
墜
死
の
涯

へ
彼
を
誘

う

の

で

あ

る
。

 

光

明
を
求
め
彷
復
す

る
精
神

と
そ
れ
を
導

く
古
代

の
神

の
力
と

い

う
、
"
神

々
の
死
"

の
モ
チ
ー

フ
が
影

を
落
す
構
図
に
お
い
て
、
「
口
ぶ
え
」

は
既

に

晩

年

の
小
説

『
死
者
の
書
』

に
深
く
連
結
す
る
要
素

を
も

つ
、
し
か
し

『
死
者

の

書
』

に
お

い
て
そ
の
構
図
が
、
大
津
皇

子
と
彼

の
た
め
に
機

を
織

る
中
将
姫

と

の
直
線
関
係
に
凝
集
さ
れ
、
最
終
部

の
大
津
皇
子

の
復
活

に
向
け

て
鮮
明
な
浄

化
感

を
形
成
し
て
い
る

の
に
比
べ
、
「
口
ぶ
え
」

の
最
終
部

は
糸

の
切
れ

た

風

船

の
よ
う
に
た
よ
り
な

い
。
渥
美

と
安
良
は
蓬

々
と
吹
く
夕
風

の
中
、
途
方

に

く
れ

て
見

つ
め
合
う
。
彼

ら
を
導
く
も

の
は
も
は
や
死

し
か
な

い
。
し
か
し
悩

み

つ
か
れ
、
万
策

つ
き
て
お
互
い
を
み
つ
め
る
そ
の
蒼
ざ

め
た
少
年

の
顔

の
哀

れ

こ
そ
、
こ
の
時
点

で
の
折

口
の
最
も
描
き
た

い
も
の
で
は
な
か

っ
た
か
。
悩

み
蒼
ざ
め
る
少
年

の
顔

は
、
永
遠

の
少
年

と
し
て
折

口
が
多
分
生
涯
持

ち
つ
づ

け
た
顔

で
あ

る
。
仮
託
性

に
秀
れ
た
彼
は
、

そ
れ
を
あ

る
時
は
旅

に
あ

っ
て
故

郷
を
恋
う
ヤ

マ
ト
タ
ケ

ル
ノ
ミ

コ
ト
に
、
あ
る
時

は
冥
界

の
母
に
呼
び
か
け

る

大
山
守
命

に
、
あ
る
時

は
死
者

に
憧
憬
を
寄

せ
る
中
将
姫

に
託

し
、
神
話
的
空

間
の
中

に
結
晶
さ
せ
た
。

し
か
し

「
口
ぶ
え
」

で
は
折

口
は
、
結

局
何

の
浄
化

も
与
え
ず
、
幼

い
中
学
生

の
顔

の
ま
ま
を
吹
き

さ
ら
し

の
夕
風

の
中
に
浮
び
上

ら
せ
る
。
浄
化
を
志
向
す

る
方
向
と
、
そ
れ
を
拒

み
地

に
留
ま
ろ
う
と
す
る
方

向

と
。
「
口
ぶ
え
」

は
作
品

と
し
て
た

し
か
に

一
つ
の
分
裂
を
抱

え
て

い

る
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(9
)

し
か
し
そ

こ
に
は

「
固
定
」
を
嫌

い
、
「
刹
那
」
「
盲
動
」
に
突
き
進

も
う

と
す

る
二
十
六
歳
の
折

口
の
激

し
い
気
迫
が

う
か
が
わ
れ
る
。
「
口
ぶ
え
」

の

未

定

は
、
そ

の
意
味

で
魅
力
あ

る
未
定

だ
と
い
う

こ
と
が

で
き
る
の
で
あ

る
。
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