
三
島
由
紀
夫
の
小
説
に
八
菊
山
次
郎
も
の
V
と
呼
ば
れ
る
一
連
の
作
品
が
あ

る。
「
火
山
の
休
暇」
（「
改
造
文
芸」

叩
二
四
・
―
-
）、
「
死
の
島」
（「
改
造」

璽一
六
•
四）、
「
旅
の
硲
碑
銘」
（「
新
蘭」

附
二
八
・
六）
が
そ
れ
で
あ
る。

い
ず
れ
も
菊
田
次
郎
を
主
人
公
と
す
る
小
況
で
あ
り、

主
人
公
の
旅
先
で
の
出

来
事
を
作
品
の
題
材
に
し
て
い
る。

幻
田
次
郎
の
モ
ノ
ロ
ー
グ
が
中
心
と
な
っ

て
い
る
こ
と、

ス
ト
ー
リ
ー
の
進
展
が
他
の
三
島
作
品
ほ
ど
見
ら
れ
な
い
こ

と、

他
の
登
場
人
物
と
の
間
に
ぶ
つ
か
り
合
い
が
起
こ
ら
な
い
こ
と
な
ど
も

八
菊
田
次
郎
も
の
V
の
特
徴
と
し
て
あ
げ
ら
れ
る
が、

こ
れ
ら
の
作
品
は、

観

念
が
生
硬
な
ま
ま
捉
出
さ
れ
て
い
る
せ
い
か
今
ま
で
ほ
と
ん
ど
論
じ
ら
れ
る
こ

と
が
な
か
っ
た。

し
か
し、

観
念
の
生
硬
性
を
ふ
く
め
た
こ
う
し
た
特
徴
の
幾

つ
か
が、

八
菊
田
次
郎
も
の
V
の
表
現
や
作
品
構
造
上
の
欠
点
と
な
っ
て
い
る

に
し
て
も、

次
郎
の
モ
ノ
ロ
ー
グ
を
「
出
来
る
だ
け
ひ
と
を
は
ぐ
ら
か
し、

真

実
の
代
り
に
幻
惑
を
|
_
幻
惑
と
知
れ
る
が
故
に
面
白
い
幻
惑
を
与
へ
る
こ
と

（
注
l
)

を
目
的
と
し
た
演
技」
（
寺
田
透）

と
し
て
片
づ
け
て
し
ま
っ
て
よ
い
と
も
息

わ
れ
な
い。

三
島
に
は
作
品
構
造
を
縞
牲
に
し
て
ま
で
も
菊
田
次
郎
を
登
場
さ

ー
八
網
田
次
郎
も
の
＞
を
め
ぐ
っ
て
—
|

あ

る

三

島

由

紀

夫

像

せ、

語
ら
せ
る
必
要
が
あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か。

三
島
の
作
品
全
体
を
見
渡
し
て
み
る
と
き、

同
一
の
主
人
公
が
三
作
以
上
の

（
注
2
)

独
立
し
た
作
品
に
登
場
す
る
の
は
八
菊
田
次
郎
も
の
＞
だ
け
で
あ
り、

そ
の
点

で
八
菊
田
次
郎
も
の
V
は
三
島
の
作
品
史
の
な
か
で
特
異
な
位
直
を
占
め
て
い

る。

そ
れ
は
何
故
な
の
か。
「
火
山
の
休
較」
「
死
の
島」
「
旅
の
降
碑
銘」
の

タ
イ
ト
ル
に
は、

周
到
に
あ
る
怠
味
が
こ
め
ら
れ
て
い
る
は
ず
で
あ
る。

ま

た、

三
作
品
の
中
に
お
い
て、

主
人
公
で
あ
る
菊
田
次
郎
の
年
齢
は、

そ
れ
ぞ

礼
二
十
五
歳、

二
十
六
歳、

二
十
八
歳
と
推
移
を
重
ね
る。

こ
の
年
齢
推
移
は

三
島
由
紀
夫
の
年
齢
と
一
政
し
て
い
る。

次
郎
の
息
考
が
そ
の
ま
ま
三
島
の
息

考
で
あ
る
と
叩
断
す
る
こ
と
は
避
け
る
に
し
て
も、

こ
の
一

政
を
頭
に
お
い
て

三
作
に
見
ら
れ
る
菊
田
次
郎
の
息
考
の
推
移
の
意
味
を
考
え
て
み
る
と
き、

従

来
あ
ま
り
頴
み
ら
れ
な
か
っ
た、

作
家
と
し
て
の
出
発
か
ら
充
実
へ
と
向
か
う

時
期
の
三
島
像
が、

鮮
明
に
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か。

戦
後
し
ば
ら
く
の
間、

三
島
は
そ
の
才
能
を
だ
礼
か
ら
も
認
め
ら
れ
な
か
っ

た
が、

川
端
康
成
の
推
奨
に
よ
り
「
煙
草」

が
「
人
間」
に
掲
載
さ
れ
（
昭
二

小

埜

谷
J
i
↑
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六） 、
『
盗
賊
』

が
出
版
さ
れ（
昭
二
三
•

―
-
） 、
そ
し
て
『
仮
面
の
告
白』

（
昭
二
四
・

七）

が
刊
行
さ
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て 、
一

昭
文
壇
の
寵
児
と
な
っ

た 。

こ
の
『
仮
面
の
告
白
』

に
よ
り
八
書
く

人
＞
（「
火
山
の
休
暇」）

と
し
て

の
自
信
が
つ
い
た
こ
と
は
周
知
の
と
お
り
で
あ
る 。

こ
の
頃
の
こ
と
を
の
ち
に

回
想
し
て 、
「
こ
の
『
小
説
』

と 、

そ
れ
か
ら
数
年
後
の
最
初
の
世
界
旅
行
と

で 、

私
の
遍
歴
時
代
は
ほ
ぼ
終
っ
た
」（「
私
の
遍
歴
時
代」

昭
三
一
・

一

し
五
）

と
い
う
三
島
で
あ
る
が 、
『
仮
面
の
告
白
』

か
ら
得
た
自
信
の
中
で
執
筆
さ
れ

た
「
火
山
の
休
暇」

に
は
三
島
自
身
の
ど
の
よ
う
な
思
い
が
託
さ
れ
て
い
た
の

で
あ
ろ
う
か 。

「
火
山
の
休
暇」

に
託
さ
れ
た
思
い
と
い
う
の
は
八
書
く

人
＞
と
な
っ

た
三

島
が
直
面
し
た
新
た
な
問
題
を 、

作
品
に
お
い
て
考
察
し
よ
う
と
す
る
も
の
で

は
な
か
っ
た
ろ
う
か 。

結
論
か
ら
先
に
述
べ
る
と
そ
の
新
た
な
問
題
は
二
つ
あ

る 。

す
な
わ
ち
八
非
日
常
性
＞
の
問
題
と 、

八
表
現
＞
の
問
題
で
あ
る 。
「
火

山
の
休
暇」

の
モ
チ
ー
フ
に
つ
い
て
三
島
は
「
ホ
テ
ル
で
自
殺
志
望
者
と
ま
ち

が
へ
ら
れ
た
そ
の
体
験
を
経
に 、

当
時
も
つ
と
も
心
を
を
の
の
か
せ
た
美
し
い

風
景
か
ら
の
詩
的
体
験
を
緯
に
」
（『
三
島
由
紀
夫
短
編
全
集
』

あ
と
が
き
三

昭
四
0
•

五
）

し
て
書
い
た
と
述
べ
て
い
る
が 、

そ
の
二
つ
の
体
験
を
そ
れ
ぞ

れ
軸
と
し
て
八
非
日
常
性
＞
の
問
題
と 、

八
表
現
＞
の
問
題
が
語
ら
れ
る
構
造

に
な
っ
て
い
る 。

ま
ず 、
「
ホ
テ
ル
で
自
殺
志
望
者
と
ま
ち
が
へ
ら
れ
た
そ
の
体
験
」
に
注
目
し

て
み
た
い
。

次
郎
は
あ
る
島
の
ホ
テ
ル
に
一

人
で
滞
在
し
て
い
た
た
め 、

火
山

で
の
投
身
自
殺
志
望
者
と
間
違
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
が 、

次
郎
は
間
違
え
ら
れ

て
い
る
こ
と
に
気
付
か
な
い
。

宿
の
者
は
次
郎
の
投
身
を
恐
れ
て
微
笑
で
接
す

る
が 、

次
郎
は
こ
の
よ
う
な
宿
の
者
の
「
親
愛」

に
対
し
て 、
「
こ
の
孤
絶 、

こ
の
単
調
の
た
だ
な
か
で 、

ホ
テ
ル
は
鬱
積
し
た
も
の
に
悩
ん
で
ゐ
る
の
か
し

ら
ん 。

ボ
オ
イ
の
顔
に
も
フ
ロ
ン
ト
の
事
務
員
の
顔
に
も 、

疲
労
と
渇
望
の
熱

っ
ぽ
い
倦
怠
が
あ
る 。

僕
に
対
す
る
彼
等
の
無
言
の
親
愛
は 、

何
か
同
類
を
見

つ
け
出
し
た
や
う
な
安
心
感
か
ら
来
る
も
の
な
の
か
し
ら
ん·
:·
:

」

と
考
え
る

ば
か
り
で
あ
る 。

こ
こ
で
考
え
ら
れ
て
い
る
「
孤
絶
」
「
単
調」

と
い
う
意
味

は 、

そ
れ
ぞ
れ 、

そ
こ
が
島
で
あ
り 、

そ
の
島
の
名
物
で
あ
る
火
山
が
噴
煙
を

絶
ち
変
動
を
も
た
ら
さ
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る 。

「
疲
労」

と
「
渇
望
」

と

い
う
の
は 、

こ
う
し
た
「
孤
絶」
「
単
調」

な
島
の
状
態
に
島
民
が
疲
れ 、

そ

の
状
態
と
は
反
対
の
状
態
を
渇
望
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
示
し
て
い
る 。

こ

の
件
り
は 、

次
郎
が
島
民
の
態
度
に
つ
い
て
下
し
た
解
釈
で
あ
っ
て
島
の
人
の

実
際
の
思
惑
で
は
な
い
。

従
っ
て 、
「
孤
絶」
「
単
調」

と
い
う
状
態
と
は
八
反

対
の
状
態
＞
を
期
待
し
て
い
る
の
は 、

次
郎
自
身
と
い
う
こ
と
に
な
る 。

そ
の

八
反
対
の
状
態
＞
と
は
何
か 。

次
郎
は
「
現
実
は
存
在
に
自
足
し
て
ゐ
る
」

と
い
う 。

次
郎
も
そ
う
し
た

「
現
実」

の
な
か
に
い
る
一

員
で
あ
る
が 、

そ
の
状
態
に
満
足
し 、

倦
怠
に
み

ち
た
「
現
実」

を
甘
受
し
よ
う
と
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

次
郎
の
目
が

「
現
実」

を
甘
受
し
て
い
る
人
々
に
向
け
ら
れ
る
と
き
に
は 、

そ
の
人
々
は

「
背
広
の
チ
ョ
ッ

キ
を
決
し
て
忘
れ
な
い
人
種
で 、

そ
ろ
ひ
も
そ
ろ
つ
て
粗
野

な
眼
鏡
を
か
け
髪
は
き
れ
い
に
刈
り
上
げ
髭
は
丹
念
に
あ
た
つ
て
ゐ
る
が 、

ロ

臭
だ
け
は
後
生
大
事
に
保
存
し
て
ゐ
る
や
う
な
人
た
ち」
「
眼
鏡
を
ず
り
上
げ

て 、

手
帳
の
頁
を
せ
か
せ
か
と
め
く

つ
て 、

十
日
先
の
宴
会
の
予
定
を
書
き
込

む
人
た
ち」
「
と
に
も
か
く
に
も
満
足
し
き
つ
て
人
間
の
悲
惨
な
境
遇 、

な
か

ん
ず
く

引
揚
の
悲
劇 、

親
子
心
中
の
悲
劇 、

つ
ま
り
人
間
の
魂
の
問
題 、

精
神

上
の
重
大
問
題
に
つ
い
て
の
お
話
を
最
も
聞
き
た
が
る
手
合」

と
言
葉
の
端
々

に
至
る
ま
で
八
悪
意
＞
が
込
め
ら
れ
る 。

こ
こ
に
あ
る
の
は
八
戦
後
＞
状
況 、

す
な
わ
ち
八
生
＞
の
弛
緩
状
況
に
対
す
る
三
島
の
呪
咀
で
あ
ろ
う 。

い
つ
死
ぬ
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か
わ
か
ら
な
い
と
い
う
戦
争
時
の
終
末
感
の
な
か
で
味
わ
っ
た
八
生
＞
の
緊
張

感
を
三
島
は
繰
り
返
し
語
っ
て
い
る
が、

そ
の
緊
張
感
が
戦
後
「
現
実
」

が

「
存
在
に
自
足
」

す
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
で
失
わ
れ
た
怒
り
を
作
品
に
投
影

し
て
い
る
の
で
あ
る。

八
戦
後
＞
状
況
へ
の
呪
咀
は、

言
葉
を
変
え
て
言
う
な

ら
八
日
常
性
＞
へ
の
呪
咀
と
い
う
こ
と
に
な
る。

次
郎
が
憧
れ
る
の
は
八
生
＞

の
緊
張
感
が
あ
じ
わ
え
る、

死
と
と
な
り
あ
わ
せ
と
な
っ
て
い
る
よ
う
な
八
非

日
常
性
＞
で
あ
る。

従
っ
て、

こ
の
八
非
日
常
性
＞
の
支
配
す
る
世
界
が、

前

述
し
た
「
孤
絶」
「
単
詞
」

と
は
八
反
対
の
状
態
＞
の
意
味
す
る
も
の
で
あ
る。

と
こ
ろ
で、

次
郎
が
求
め、

島
民
に
も
期
待
し
て
い
た
も
の
は
八
非
日
常

性
＞
で
あ
る
一

方、

島
民
が
次
郎
に
抱
い
て
い
た
の
は
自
殺
志
望
者
へ
の
心
配

と
危
惧
だ
け
で
あ
っ
た。

三
島
は
八
非
日
常
性
＞
へ
の
期
待
を
い
つ
爆
発
す
る

か
分
か
ら
な
い
休
止
中
の
火
山
に
象
徽
し、

島
民
を
次
郎
と
同
じ
八
非
日
常

性
＞
を
「
渇
望
」

す
る
人
物
で
あ
る
と
次
郎
に
お
も
わ
せ
て
お
き
な
が
ら
結
局

は
島
民
も
八
日
常
性
＞
の
な
か
の
人
物
に
過
ぎ
な
か
っ
た
と
す
る。

こ
の
こ
と

は
何
を
意
味
す
る
の
か。

深
刻
ぶ
っ
た
次
郎
が
実
は
単
な
る
自
殺
志
望
者
と
し

か
島
民
か
ら
見
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
滑
稽
さ
が
作
品
内
容
の
一
つ
の
中

心
で
は
あ
る
も
の
の、

し
か
し、

し
ょ
せ
ん
八
非
日
常
性
＞
を
探
し
て
い
る
者

は
自
分
し
か
い
な
い
と
い
う
哀
し
み
が
こ
の
滑
稽
さ
の
裏
に
は
揺
曳
し
て
い

る。

八
日
常
性
＞

対
八
非
日
常
性
＞
の
関
係
が
そ
の
ま
ま
八
世
間
＞

対
八
自

己
＞
の
関
係
で
あ
る
よ
う
な
孤
独
な
哀
し
み
が
内
在
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る。

「
火
山
の
休
暇
」

の
結
末
に
お
い
て
次
郎
は
次
の
よ
う
に
考
え
る。

火
山
は

休
止
中
な
の
に
人
が
噴
火
口
に
身
を
投
げ
る
と
い
う
こ
と
は
ど
う
い
う
こ
と
な

の
か。

火
山
が
休
止
中
で
あ
る
よ
う
に
地
狐
も
休
業
中
か
も
知
れ
な
い
。

人
は

「
そ
れ
か
ら
先
ど
こ
へ
行
け
ば
よ
い
の
だ
ら
う
」
「
結
局
地
獄
は
な
く
な
っ
た

の
で
は
な
か
ら
う
か。

現
代
の
地
獄
は、

地
獄
が
存
在
し
な
い
こ
と
で
は
あ
る

ま
い
か。

現
代
の
怖
ろ
し
い
特
質
は
こ
こ
に
あ
る
の
で
は
な
か
ら
う
か
」

と。

つ
ま
り
八
非
日
常
性
＞
を
求
め
て
や
っ

て
き
て
も、

火
山
は
休
業
中
で
あ
り

八
非
日
常
性
＞
は
求
め
ら
れ
な
い、

そ
れ
が
「
現
代
の
地
獄
」

な
の
だ
と
い
う

わ
け
で
あ
る。

芥
川
龍
之
介
が
い
う
八
人
生
は
地
獄
よ
り
も
地
獄
的
で
あ
る
＞

（「
保
儒
の
言
葉」）

の
戦
後
版
と
も
い
う
べ
き
も
の
で、

そ
の
口
調
は
鮮
や
か

で
あ
る。

し
か
し
そ
の
口
詞
が
あ
ざ
や
か
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
八
非
日
常
性
＞

を
求
め
て
得
ら
れ
な
い
次
郎
の，
哀
感
は
対
照
的
に
表
れ
て
く
る。ー

結
末
で
い
う

「
さ
て、

そ
れ
か
ら
先
ど
こ
へ
行
け
ば
よ
い
の
で
あ
ら
う」

と
い
う
八
ど
こ

ヘ
＞
は、

現
代
に
お
い
て
八
非
日
常
性
＞
が
求
め
ら
れ
な
い
以
上、

何
か
他
の

こ
と
で
生
き
る
方
途
を
見
つ
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が、

そ
の
方
途
が
見
つ
か

ら
な
い
八
ど
こ
へ
＞
で
あ
り、

次
郎
の
旅
は
再
び
続
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
る。

次
に
「
美
し
い
凰
景
か
ら
の
詩
的
体
険
」

と
い
う
点
に
着
目
し
て
み
た
い
。

「
現
実
」

の
八
日
常
性
＞
に
自
足
す
る
人
々
が
安
易
に
「
人
間
の
魂
の
問
題、

籾
神
上
の
重
大
問
題
」

に
つ
い
て
触
れ
た
が
る
こ
と
に
つ
い
て
は
前
述
し
た
と

お
り
で
あ
る
が、

八
日
常
性
＞
を
否
定
し
八
非
日
常
性
＞
を
追
求
す
る
一

方、

次
郎
は
「
精
神
は
す
で
に
一

佃
の
伝
説
だ。

麒
麟
や
暦
獅
子
の
や
う
な
想
像
上

の
怪
物
に
す
ぎ
な
い
。

そ
ん
な
も
の
を
も
う
信
じ
る
な
」

と
「
現
実
」

に
自
足

す
る
人
々
の
間
で
璽
視
さ
れ
る
八
粕
神
性
＞
ま
で
も
否
定
し
よ
う
と
す
る。

そ

の
結
呆、

次
郎
は
文
学
作
品
に
お
け
る
「
碑
の
な
い
明
る
さ、

取
り
残
さ
れ
た

肉
体
の
明
澄
さ
」

に
魅
力
を
感
じ
る
よ
う
に
な
る
の
だ
が、

そ
の
志
向
が
「
途

方
も
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
」

に
不
安
を
抱
く。
「
精
神
を
否
定
す
る
の
は
い

い、

し
か
し
そ
こ
か
ら
ど
こ
へ
向
つ
て
歩
き
だ
す
か
が
」

問
題
だ
と
い
う
の
で

あ
る。

こ
の
八
精
神
性
＞
否
定
に
関
す
る
「
ど
こ
へ
」

が
第
二
の
八
ど
こ
へ
＞
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と
い
う
こ
と
に
な
る。

具
体
的
に
は
八
精
神
性
＞
否
定
に
関
す
る
八
ど
こ
へ
＞
は、

芸
術
の
八
表

現
＞
と
い
う
面
に
お
い
て、

次
郎
に
は
問
題
と
な
っ
て
き
て
い
る。
「
文
体
に

意
を
須
ひ、

そ
れ
が
希
朦
彫
刻
の
的
確
な
線
に
似
る
こ
と」

を
次
郎
は
八
表

現
＞
に
お
け
る
念
願
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
が、

こ
う
し
た
ギ
リ
シ
ャ
彫
刻
を

真
似
た
文
学
を
つ
く
り
出
す
方
法
が
す
な
わ
ち
八
精
神
社
＞
否
定
の
方
法
と
な

っ
て
く
る
の
は、

三
島
が
随
所
に
お
い
て
語
っ
て
い
る
よ
う
に
古
代
ギ
リ
シ
ャ

が
八
外
面
＞
重
視
の
芸
術
を
う
ち
た
て
た
か
ら
で
あ
る。

あ
ら
ゆ
る
も
の
に

八
精
神
＞
の
影
を
見
出
さ
な
い
こ
と
が
古
代
ギ
リ
シ
ャ
の
方
法
で
あ
っ
た
こ
と

は
周
知
の
と
お
り
で
あ
る。

と
こ
ろ
で、

八
精
神
性
＞
否
定
の
八
表
現
＞
方
法

と
し
て
次
郎
は、
「
古
代
彫
刻
の
青
年
像
に
見
ら
九
る
額
か
ら
鼻
に
か
け
て
の

な
だ
ら
か
な
流
線
は、

自
然
そ
の
ま
ま
の
槙
写
で
は
な
い。

い
は
ば
そ
れ
は
自

然
が
わ
れ
わ
れ
に
む
か
っ
て
約
束
し
て
ゐ
る
美
の
具
現
で
あ
る。」
「
す
べ
て
の

自
然
の
な
か
に
は
創
造
さ
れ
た
い
と
い
ふ
意
志、

深
い
祈
念
を
こ
め
た
叫
び
が

あ
る。

こ
れ
を
聞
き
わ
け
る
こ
と
」

だ
と
い
う。

だ
が、

こ
う
し
た
芸
術
論
は

何
も
目
新
し
い
も
の
で
は
な
い。

漱
石
の
「
夢
十
夜」

に
運
罠
が
仁
王
を
彫
り

出
す
小
品
が
あ
る
が、

そ
れ
も
同
じ
モ
チ
ー
フ
で
あ
る
し、

基
本
的
に
は
プ
ラ

ト
ン
の
唱
え
た
イ
デ
ア
論
と
方
向
を
一
に
し
て
い
る。

し
か
し
漱
石
の
小
品
に

お
い
て
「
自
分」

に
も
出
来
る
だ
ろ
う
と
思
っ
て
彫
り
出
し
て
み
た
と
こ
ろ、

ど
の
薪
に
も
仁
王
が
現
れ
な
か
っ
た
の
と
同
じ
く、

こ
う
し
た
八
超
越
的
表

現
＞、

す
な
わ
ち
八
精
神
性
＞
否
定
に
つ
な
が
る
八
表
現
＞
方
法
が
普
通
の
人

間
に
可
能
な
は
ず
が
な
い
。

次
郎
も、
「
言
葉
の
網
に
か
か
る
の
は
た
だ
言
葉

だ
け
で
は
な
い
か
」

と
い
う
疑
問
を
抱
い
て
い
る。

そ
う
し
た
疑
問
の
中
で
得
た
の
が、
「
落
日
」

の
風
景
を
見
る
こ
と
に
よ
っ
J

て
得
た
「
詩
的
体
験」

で
あ
る。

次
郎
は
「
古
代
人
が
奇
跡
の
顕
現
の
前
に
ひ

四

れ
ふ
し
た
気
持」

を
味
わ
う。
「
落
日
」

は、

ま
さ
に
八
超
越
的
表
現
＞
を
す

で
に
具
現
し
た
八
自
然
＞
で
あ
っ
た。

八
超
越
的
表
現
＞
を
芸
術
に
お
い
て
な

そ
う
と
す
る
の
で
は
な
く、

す
で
に
具
現
さ
れ
た
八
超
越
的
表
現
＞
を
も
っ

八
自
然
＞
の
前
で、

八
表
現
＞
の
無
力
を
思
い
知
ら
さ
れ
た
わ
け
で
あ
る。

そ

こ
で
次
郎
は、
「
絶
望
す
る
暇
が
あ
っ
た
ら、
表
現
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
な
ぜ

か
と
い
つ
て、

ど
ん
な
絶
望
も、

生
を
前
に
し
て
表
現
が
感
じ
な
け
れ
ば
な
ら

ぬ
こ
の
自
己
の
無
力
忍、

お
の
れ
の
非
力
を
隅
々
ま
で
感
じ
る
こ
の
壮
麗
な
歓

喜
と
比
へ
れ
ば
何
ほ
ど
の
こ
と
が
あ
ら
う。
：··
:
」

と、

芸
術
家
の
任
務
を
確

認
す
る
の
で
あ
る。

こ
う
し
た
「
詩
的
体
験」

が
三
島
の
な
か
に
あ
っ
て
大
き

（
注
3
)

な
位
置
を
占
め
て
い
た
ら
し
い
こ
と
は
三
島
自
身
の
解
説
か
ら
も
知
ら
れ
る。

「
落
日
」
の
モ
チ
ー
フ
は
『
鏡
子
の
家』
に
お
い
て
も
形
象
化
さ
れ
る。

し
か
し

『
鏡
子
の
家』
に
お
い
て、

そ
の
体
験
を
得
た
夏
雄
の、

第
二
部
に
お
け
る
挫

折
が
璧
ホ
し
て
い
る
よ
う
に、

こ
の
体
験
が
八
精
神
性
＞
否
定
に
つ
な
が
る

八
表
現
＞
方
法
に
対
す
る
答
え
と
は
言
い
切
れ
な
い
。

な
ぜ
な
ら「
詩
的
体
駿」

に
よ
っ
て
確
認
さ
れ
た
の
は
八
表
現
＞
の
無
力
で
あ
り、

そ
の
上
で
な
お
か
つ

八
表
現
＞
し
て
い
く
と
い
う、

い
わ
ば
芸
術
家
の
八
表
現
＞
意
義
を
学
ん
だ
だ

け
で
あ
る
か
ら
だ。

こ
の
意
味
に
お
い
て
八
精
神
性
＞
を
排
除
・
否
定
す
る
た

め
の
八
表
現
＞
に
お
け
る
八
ど
こ
へ
＞
は
再
び
問
わ
れ
る
こ
と
に
な
る。

以
上、

二
つ
の
八
ど
こ
へ
＞
と
い
う
問
題
が
「
火
山
の
休
暇」

に
お
い
て
提

出
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
見
て
き
た
が、

次
作
「
死
の
島」

に
お
い
て
こ
れ
ら
の

問
題
は
ど
の
よ
う
に
継
承
発
展
さ
れ
て
い
る
の
か。

次
郎
は
青
年
時
代
に
身
に

纏
っ
た
「
皮
肉」

が、
「
滑
稽
の
仮
面
を
被
っ
た
八
百
長
の
感
情
し
か
生」
ま
な

い
と
い
う
こ
と
に
気
付
き、

八
シ
ニ
シ
ズ
ム
＞
を
拾
て
た
結
果、

旅
行
先
に
あ
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る
大
沼
の
景
色
の
中
に
溶
け
込
ん
で
い
く。
「
感
動
の
た
め
に
い
つ
も
万

端
の

準
備
を
整
え
て
ゐ
る、

賓
客
を
待
つ
ば
か
り
に
な
っ
た
宴
席
の
純
白
の
卓
布
の

や
う
な
心
」

が、
「
無
防
禦
に
外
界
を
迎
へ

入
れ
」

た
の

は
八
シ
ニ
シ
ズ
ム
＞

を
捨
て
た
結
呆
で
あ
る
。
「
何
か
が
僕
を
呼
ん
で
ゐ
る
。

僕
を
呼
ん
で
ゐ
る
の

は
何
だ
ら
う
」

と
「
自
然
の
異
様
な
媚
態
の
や
う
な
も
の
を
感
じ
」

つ
つ
次
郎

は
大
沼
に
浮
か
ぶ
百
二
十
六
の
島
巡
り
を
す
る
。

第
一

の
島
は、
「
威
厳
に
み
ち
た
」

島
で
あ
り、
「
能
楽
の
神
秘
な
女
人
の
シ

テ
」

の
よ
う
に
や
っ
て
き
た
。

そ
の
島
は、
「
生
れ
な
が
ら
に
完
全
な
形

式
を

そ
な
へ
た
存
在
」

と
形
容
さ
れ
る
。

こ
の
島
の
存
在
様
式
は
「
火
山
の
休
暇
」

に
お
け
る
「
落
日
」

の
「
詩
的
体
験
」

の
そ

れ
と

近

似

す
る
。

落
日
体
験
は

「
自
然
」

そ
の
も
の
に
完
成
さ
れ
た
美
を
発
見
し
た
体
険
で
あ
っ

た
が
、

今
ま

た
同
じ
体
験
を
し
た
の
で
あ
る
。

し
か
し、

そ
の
島
に
上
陸
し
て
み
る
と
退
屈

な
島
で
し
か
な
か
っ

た
と
述
べ
ら
れ
る
。

変
化
の
原
因
は、

島
へ
の
上
陸
で
あ

り、
「
や
や
遠
い
―

つ
の
小
島
」
へ
の
注
視
で
あ
る
。

そ
の
小
島
は
上
陸
出
来
な

い
こ
と
を
魅
力
と
し
て
い
た
こ
と
か
ら
す
る
と、

上
陸
と
い
う
現
実
行
為
の
重

さ
が
「
完
全
な
形
式
」

か
ら
「
退
屈
な
形
式
」

に
さ
せ
た
の
で
あ
る
。

こ
れ
は

「
完
全
な
形
式
」

を
す
で
に
具
現
し
た
自
然
の
前
に
あ
っ
て
は、

人
間
は
そ
の

前
で
ひ
れ
ふ
す
し
か
な
い
。

ま
し
て
や
芸
術
家
は
自
己
の
表
現
の
無
力
を
感
じ

つ
つ
も、

絶
望
す
る
暇
が
あ
っ

た
ら
表
現
し
つ
づ
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い

う
「
火
山
の
休
暇
」

の
八
表
現
＞
に
お
け
る
結
論
を
受
け
な
が

ら、
「
完
全
な

形
式
」

と
思
わ
れ
る
も
の
も
芸
術
家
の
手
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
た
と
き、

そ
れ

は
「
退
屈
な
形
式
」

と
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
暗
示
し
た
も
の

で
は
な
か
ろ
う
か
。

八
表
現
＞
に
お
け
る
八
ど
こ
へ
＞
の
問
題
が
課
題
と
な
っ

て
残
さ
れ
て
い
る
と
前
述
し
た
が、
「
死
の
島
」

に
お
い
て
も
そ
れ
は

ま
だ

解

決
さ
れ
た
と
は
い
え
な
い
。

一

方、

八
非
日
常
性
＞
の
問
題
は
ど
う
か
。

島
巡
り
は
「
日
常
生
活
の
裡
に

見
喪
っ

た

も
の

を、

再
び
見
出
さ
う
と
」

す
る
行
為
で
あ
る
以
上、

八
非
日

常
性
＞
発
見
の
旅
で
あ
る
。

第
一

の
島
の
「
退
屈
な
島
」

へ
の
変
貌
は、

八
表

現
＞
の
問
題
だ
け
で
な
く、

八
非
日
常
性
＞
を
希
求
し
て
も
出
会
う
こ
と
が
な

い
と
い
う
暗
示
で
あ
ろ
う。

第
二
第
三
の
島
を
巡
っ
て
も
求
め
る
も
の
は
な
か

っ

た
。

「
何
か
が
僕
を
呼
ん
で
ゐ
る
。

僕
を
呼
ん
で
ゐ
る
も
の
は
何
か
？
」

と

再
び
、

繰
り
返
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

そ
し
て
、

つ
い
に
次
郎
が
見
つ
け
た
も

の
は
「
灰
色
の
巨
船
」

の
よ
う
に
見
え
る
島
で
あ
っ

た
。

次
郎
は
そ
れ
を
見
て

す
ぐ
さ
ま
「
あ
れ
は
死
の
島
に
ち
が
ひ
な
い
」

と
思
う。

こ
の
島
だ
け‘
―

二

六
の
島
の
中
で
名
前
が
付
け
ら
れ
て
い
な
い
と
い
う
の
は
重
要
で
あ
る
。

名
が

俗
称
と
し
て
「
現
実
」

に
自
足
す
る
人
々
に
付
け
ら
れ
て
し
ま
っ
て
は
八
日
常

性
＞
に
と
り
こ
ま
れ
た
存
在
に
堕
し
て
し
ま
う
か
ら
だ
。

次
郎
は
「
険
し
い
沖

の
方
へ
と
漕
ぎ
出
し
た
…
…
。
」

何
の
た
め
に

沖
へ
と
向
か
っ

た
の
か
。
「
死

の
島
」

に
象
徴
さ
れ
る
八
死
＞
の
中
に
八
非
日
常
性
＞
の
存
在
を
見
い
だ
し、

八
死
＞
に
向
か
っ
て
進
ん
だ
の
で
あ
る
。

点
線
は、

次
郎
の
八
死
＞
を
暗
示
し

て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

し
か
し、

実
際
は
次
郎
は
死
な
ず
に
戻
っ

て

来
て
い

る
。

次
郎
は、

そ
の

夜、

ボ
ー
ト
に
本
当
に
乗
っ
た
か
ど
う
か
を
宿
の
支
配
人
に
尋
ね
る
。

そ
し
て

「
え
え、

お
乗
り
に
な
っ
た
と
御
自
分
で
仰
言
っ
て
で
し
た
よ
」

と
い
う
答
え

に
接
し
て
、

次
の
よ
う
に
返
答
す
る
の
で
あ
る
。
「
ぢ
や
あ
き
つ
と
本
当
で
せ

う。

僕
が
ま
だ
溺
れ
死
ん
で
ゐ
な
い
以
上、

僕
が
今
も
島
め
ぐ
り
を
止
め
ら
れ

な
い
で
ゐ
る
と
い
ふ
こ
の
こ
と
だ
け
は
。
」

こ
の
結
末
の
一

節
に
こ

め

ら
れ
た

意
味
は
八
死
＞
と
い
う、

人
間
に
と
っ
て
不
可
知
な
も
の
の
な
か
に
八
非
日
常

性
＞
が
あ
る
と
は
い
う
も
の
の
、

現
実
に
死
ね
な
い
以
上
八
非
日
常
性
＞
は
体

険
出
来
ず、

従
っ
て
、

次
郎
の
八
非
日
常
性
＞
を
探
す
と
い

う
島
め

ぐ
り
は
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「
旅
の
墓
碑
銘」
は 、
三
島
が
「
こ
れ
で
私
の
遍
歴
が
終
わ
っ
た」
と
い
う

世
界
旅
行
を
経
た
後
で
の
作
品
で
あ
る 。
旅
行
の
行
程
に
は
例
の
八
ギ
リ
シ
ャ

体
験
＞
も
含
ま
れ
て
い
る 。
『
禁
色』
第
二
部
や
「
真
夏
の
死」
「
美
神」
な
ど

が
旅
行
土
産
の
作
品
と
い
え
る
が 、
こ
の
「
旅
の
墓
碑
銘」
は 、
そ
の
世
界
旅

行
に
お
け
る
成
果
を
理
論
的
に
説
明
し
た
も
の
と
い
え
る 。

寺
田
透
氏
は
「
旅
の
塞
碑
銘」
に
つ
い
て 、
先
に
も一
部
紹
介
し
た
が 、
そ

の
内
容
に
「
論
迎
的
混
乱」
が
み
ら
れ
る
と
否
定
的
な
評
価
を
下
し
て
い
る 。

し
か
し 、
「
旅
の
墓
碑
銘」
の
後
半
で
述
べ
ら
れ
る
次
郎
の
八
ア
ジ
ア
観
＞
に

つ
い
て
は 、
「『
禁
色』
『
秘
薬』
の
奇
妙
な
混
濁 、
お
よ
そ
ギ
リ
シ
ャ

的
で
な

五

八
生
＞
の
範
囲
に
お
い
て 、

繰
り
広
げ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と

で
あ
る 。
そ
の
行
為
は
「
火
山
の
休
暇」
に
お
け
る
「
地
獄
な
き
地
獄」
を
初

徳
い
歩
く
こ
と
と
同
じ
で
あ
る 。
し
か
し 、
そ
れ
に
し
て
も
何
故 、

次
郎
は

八
死
の
島
＞
か
ら
戻
っ
て
来
ら
れ
た
の
か 。
「
死
の
島」
に
お
い
て 、
「
生
そ
れ

自
身
の
意
志
に
彼
と
い
ふ
存
在
が
叶
つ
て
ゐ
る
と
考
へ
る
べ
き
で
あ
り 、
死
者

の
床
に
付
添
ふ
誠
実
な
医
師
の
や
う
に 、

自
分
の
生
を
最
後
ま
で
見
届
け
る
こ

と
を
信
条
と
し
は
じ
め
て
ゐ
た」
と
い
う
件
り
が
あ
る 。
八
シ
ニ
シ
ズ
ム
＞
を

捨
て 、
「
自
身
の
滑
稽
さ
を
恕
す
と
こ
ろ
か
ら
始
め」

た
次
郎
に
と
っ
て 、

八
生
＞
を
容
易
に
見
限
る
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
が 、
そ
れ
は
三

（
注
4
)

島
自
身
の
考
え
で
も
あ
っ
た
ろ
う 。
ま
た 、
三
島
自
身
が
自
己
の
分
身
で
あ
る

次
郎
の
運
命
を
し
て 、

自
己
の
今
後
の
行
方
を
定
め
る
も
の
と
考
え
た
か
ら
で

は
な
か
ろ
う
か 。
「
死
の
島」
の
結
末
に
あ
ら
わ
れ
る
次
郎
の
八
死
＞
か
ら
の

不
合
理
な
生
還
に
は 、
八
死
＞
を
志
向
す
る
作
家
と
し
て
の
三
島
と
八
生
＞
を

志
向
す
る
人
間
と
し
て
の
三
島
の
矛
盾
が
あ
る 。

い
そ
の
不
透
明
を 、

少
く
と
も
説
明
す
る」
と
示
唆
深
い
意
見
を
述
べ
て
い

る 。
三
島
が
八
ギ
リ
シ
ャ

体
験
＞
に
お
い
て
確
信
し
た
八
外
面
＞
重
視
・

八
精

神
性
＞
排
際
の
芸
術
理
論
に
も
か
か
わ
ら
ず 、
作
品
に
「
混
濁」
が
混
じ
る
と

い
う
現
象
は 、
三
島
の
八
ア
ジ
ア
観
＞
か
ら
説
明
出
来
る
の
で
は
な
い
か
と
い

う
主
張
で
あ
る 。
こ
の
八
ギ
リ
シ
ャ

的
明
澄
＞
と
八
ア
ジ
ア
的
混
濁
＞
を
結
ぶ

（
注
5
)

接
点
に
「
旅
の
墓
碑
銘」
を
置
く

見
方
は
石
崎
等
氏
の
論
考
に
も
見
ら
れ
る
も

の
だ
が 、
こ
の
点
も
含
め
て
今
ま
で
の
論
を
進
め
て
み
た
い 。

「
旅
の
墓
碑
銘」
は
八
同
時
性
の
幻
覚
＞
に
つ
い
て
の
体
験
か
ら
始
ま
る 。

そ
れ
は 、
A
市
へ
旅
行
に
行
っ
た一
日
目
の
夜
の
出
来
事
と
し
て 、

襖
の
む
こ

う
で
隣
り
の
客
が
新
潟
の
積
雪
に
つ
い
て
電
話
を
し
て
い
る
そ
の
雪
と 、

暖
か

す
ぎ
る
室
内
に
い
る
自
分
の
心
臓
と
の「
同
時
存
在」
の
体
験
か
ら
派
生
す
る 。

こ
の
体
険
は 、
二
日
目
の
朝
の
体
駿
で
あ
る
パ
リ
に
い
る
か
の
よ
う
な
幻
覚
ヘ

と
結
び
つ
く
の
だ
が 、
か
か
る
八
同
時
性
の
幻
覚
＞
と
呼
ば
れ
る
も
の
は
次
郎

が
世
界
旅
行
へ
行
っ
た
体
験
か
ら
も
た
ら
さ
れ
た 。
世
界
旅
行
の
際
に
出
会
っ

た
「
単
調
な
生
活
を
く
り
か
へ
し
て
ゐ
る
無
縁
の
人
た
ち」
が
想
起
さ
れ 、
そ

、
、
、
、
、

の
人
々
が
今
も 、
同
じ
生
活
を
繰
り
返
し
て
い
る
に
「
ち
が
ひ
な
い」
（
傍
点

ま
こ
と
考
え
た
結
果 、
逆
に
そ
の
八
認
識
＞
に
よ
る
八
確
信
＞
に
疑
問
が
も

た
れ
て 、
八
同
時
性
の
幻
覚
＞
が
招
来
さ
れ
た
の
で
あ
る 。
「
な
ぜ
わ
れ
わ
れ

は
そ
れ
を
確
か
め
な
い
で
安
心
し
て
ゐ
る
の
だ
ら
う 。
な
ぜ
ほ
ぼ
確
実
と
い
ふ

と
こ
ろ
で
安
心
し
て
ゐ
る
の
だ
ら
う」
と
次
郎
が
愕
然
と
す
る
よ
う
に 、
八
認

識
＞
に
よ
る
八
確
信
＞
に
疑
問
を
持
つ
時 、

始
め
て
八
同
時
性
の
幻
覚
＞
が
生

じ
る 。八

認
識
＞
に
よ
っ
て
世
界
が
あ
る
と
思
っ
た
り 、
な
い
と
思
っ
た
り 、
蹴
鞠

の
よ
う
に
世
界
を
自
由
に
扱
う
こ
と
の
苦
痛
が
『
豊
饒
の
海』
の
本
多
に
継
承

さ
れ
て
い
る
こ
と
を
考
え
る
と 、
三
島
に
お
け
る
八
認
識
＞
の
問
題
は
終
生
に
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わ
た
る
問
題
で
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
の
だ
が、
「
旅
の
墓
碑
銘」
に
お
い
て

そ
の
八
詑
識
＞
に
つ
い
て
疑
問
が
持
た
れ
て
い
る
こ
と
は
注
目
す
べ
き
で
あ

る。
「
認
識
の
中
に
ぬ
く
ぬ
く
と
坐
つ
て
ゐ
る
人
た
ち
は、

い
つ
も
認
識
に
よ

つ
て
世
界
を
所
有
し、

世
界
を
確
信
し
て
ゐ
る。

し
か
し
芸
術
家
は
見
な
け
れ

ば
な
ら
ぬ。

認
識
す
る
代
り
に、

た
だ、

見
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ。
一
度
見
て
し

ま
っ
た
が
最
後、

存
在
の
不
確
か
さ
は
彼
を
囲
続
す
る
の
だ」
「
こ
の
不
硫
か

さ、

こ
の
不
安
の
た
だ
な
か
か
ら」
「
あ
る
と
き、

音
楽
の
や
う
に、

芸
術
家

の
恩
寵
が
か
が
や
き
出
す。」
そ
れ
が
「
あ
の
霊
妙
な
同
時
存
在
の
幻」
な
の

で
あ
る。
こ
こ
で
は
八
見
る
＞
こ
と
と
八
認
識
＞
す
る
こ
と
と
が
区
別
し
て
使

わ
れ
て
い
る。

知
ら
な
い
も
の
を
類
推
に
よ
っ
て、

あ
る
と
感
じ
る
の
が
八
認

識
＞
の
力
で
あ
り、

八
見
る
＞
こ
と
も
見
て
分
か
る
と
い
う
よ
う
に、

本
来、

認
識
の
世
界
に
属
す
る
も
の
で
あ
る
が、

こ
こ
で
は
見
た
も
の
だ
け
を
認
識
し

て、

そ
れ
以
上
思
考
を
加
え
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る。

八
見
る
＞
こ
と
に

よ
っ
て
「
認
識
に
よ
っ
て
で
は
な
く、

単
に
存
在
す
る
こ
と
に
よ
っ
て」

自
ら

が
「
悦
界
と
関
連
し
て
ゐ
る」
と
い
う
自
覚
を
得
た
時、
「
見
る
者
と
見
ら
れ

る
者
と
の
差
別
は
失
せ
」
「
あ
ら
ゆ
る
も
の
と
の
僕
の
存
在
の
連
関」
が
生
じ

る。
こ
こ
に
お
い
て、

今
ま
で
考
察
し
て
き
た
八
ど
こ
へ
＞
の
問
屈
の
一
っ
が

解
決
さ
れ
た
こ
と
が
分
か
る。
つ
ま
り
八
精
神
性
＞
否
定
の
八
表
現
＞
方
法
の

答
え
で
あ
る
が、

八
見
る
＞
と
い
う
行
為
に
よ
っ
て
八
表
現
＞
を
企
て
て
い
く

と
い
う
こ
と
で
あ
る。

見
る
と
い
う
行
為
の
前
で
は
す
べ
て
が
外
面
で
判
断
さ

れ
等
価
値
と
な
り、

八
粕
神
性
＞
は
問
題
で
な
く
な
る
か
ら
だ。

自
分
も
「
単

に
存
在
す
る」

存
在
で
あ
る
と
い
う
意
識
を
持
つ
こ
と
が、
「
批
界
の
深
み」

に
ま
で
降
り
て
い
く
こ
と
の
出
来
る
条
件
で
あ
る。
「
自
然」
の
偉
大
さ
の
前
で

表
現
の
無
力
を
感
じ、

八
表
現
＞
し
続
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
「
火
山

の
休
暇」
に
お
け
る
八
表
現
＞
意
義
の
確
認
の
段
陪
か
ら、
「
旅
の
墓
碑
銘」

に
お
い
て
は
じ
め
て
八
表
現
＞
方
法
の
問
題
が
解
決
さ
れ
た
の
で
あ
る。

一
方、

も
う
―
つ
の
問
題
で
あ
る
八
非
日
常
性
＞
は、
「
死
の
島」

に
お
い

て
八
死
＞
の
中
に
あ
る
と
い
う
方
向
づ
け
が
さ
れ
た
が、

そ
れ
は
八
生
＞
を
希

求
す
る
限
り
受
け
入
れ
ら
れ
る
こ
と
の
な
い
も
の
で
あ
っ
た。

そ
れ
で
は
生
き

て
い
る
限
り
八
非
日
常
性
＞
は
求
め
得
な
い
の
か。
「
旅
の
墓
碑
銘」
に
結
末

が
無
い
と
い
う、
三
島
の
も
う
一
人
の
分
身
と
目
さ
れ
る
「
私」
の
指
摘
に
触

発
さ
れ
て
次
郎
が
書
い
た
八
結
末
＞
に
そ
の
答
え
は
託
さ
れ
て
い
る。

結
末
は

銀
座
の
裏
通
り
で
ョ
ー
ロ
ッ
パ
の
店
名
の
看
板
を
見
た
次
郎
が、
「
同
時
存
在

の
幻」
を
感
じ、

逆
に
ア
ジ
ア
に
い
る
自
分
の
存
在
を
確
信
す
る
と
い
う
も
の

で
あ
る。彼

が
今
立
つ
て
ゐ
る
の
は
極
東
の
一
都
市
の
錯
雑
し
た
町
の
一
角
で
あ

り、

十
九
世
紀
欧
州
の
阿
片
吸
飲
者
た
ち
の
夢
の
な
か
に、

再
三
現
は
れ

た
お
そ
る
べ
き
ア
ジ
ア
の
一
隅
で
あ
っ
た。

神
秘
的
な
巨
大
な
偶
像
や、

血
み
ど
ろ
の
豪
奢
や、

永
久
の
倦
怠
や、

鑓
の
や
う
に
増
殖
す
る
民
衆

や、

単
詞
な
音
楽
や、

恐
怖
に
み
ち
た
地
震
・
洪
水
な
ど
の
天
変
地
異

や、

空
を
区
切
る
低
い
屋
根
の
曲
線
や、

目
の
釣
り
上
っ
た
女
た
ち
や、

死
を
恐
れ
な
い
蛮
勇
の
男
た
ち
や、

怪
奇
な
呪
文
や、

人
を
死
に
い
ざ
な

ふ
甘
美
な
抒
情
詩
や、

無
表
梢
の
諦
観
や、

人
力
車
や、

南
京
虫
や、

悪

疫
の
は
び
こ
る
湿
地
や、

…
…
こ
れ
ら
の
も
の
か
ら
成
る
ア
ジ
ア
で
あ
っ

こ
。
t

と
語
ら
れ
る
ア
ジ
ア
に
は、

八
非
日
常
性
＞
が
存
在
す
る
に
足
る
土
旗
が
あ
る

こ
と
を
確
信
し
た
迫
力
が
あ
る。

八
非
日
常
性
＞
の
所
在
に
八
ア
ジ
ア
＞
が
用

意
さ
れ
た
こ
と
で
「
火
山
の
休
暇」
に
お
い
て
提
出
さ
れ
た
二
つ
の
八
ど
こ

ヘ
＞
は、
「
旅
の
羞
碑
銘」
に
至
っ
て
解
決
さ
れ
た
の
で
あ
る。

そ
の
結
果「
旅

の
募
碑
銘」
と
い
う
名
が
冠
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る。

ー44 -



し
か
し 、

は
た
し
て
そ
の
八
旅
＞
は
終
わ
っ
た
の
か 。

世
の
中
が 、
「
忍
識

に
よ
っ
て
で
は
な
く 、

単
に
存
在
す
る
こ
と
に
よ
っ
て」
「
世
界
と
関
連
し
て

ゐ
る」
と
い
う
考
え
は 、

当
時
流
行
し
た
唯
物
論
の
考
え
に
ほ
か
な
ら
な
い 。

「
認
識」
が
三
島
の
終
生
の
問
題
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
す
る
と
こ
の
八
見
る
＞

懇
度
が
ど
の
程
度
生
か
さ
れ
た
の
か
疑
問
で
あ
る 。
ま
た 、

今
述
べ
て
き
た

八
ア
ジ
ア
＞
志
向
も 、

の
ち
に
三
島
が
模
索
す
る
八
イ
ン
ド
＞
的
な
も
の
と
異

な
っ

て
い
る 。
三
島
は
後
に
東
南
ア
ジ
ア
や
南
米
を
旅
す
る
こ
と
に
な
る
が 、

そ
こ
で
も
「
人
間
の
生
活
が
あ
る
き
り」
（「
裸
体
と
衣
裳」
昭
三
三
•

四
し

三

四
・

九）
で
あ
っ
た
と
語
ら
れ
る 。
「
戦
後
は
終
わ
っ
た」
と
い
わ
れ
る
昭
和
三

0
年
を
境
に
し
て
濯
漫
す
る
八
日
常
性
＞
の
中
に
あ
っ

て 、

そ
の
八
日
常
性
＞

を
何
と
か
領
略
し
よ
う
と
企
て
な
が
ら 、

結
局 、

三
島
の
八
生
＞
は
八
死
＞
に

収
朗
さ
れ
て
い
く 。
そ
の
事
実
の
直
さ
を
網
視
し
て
八
旅
＞
が
終
わ
っ
た
と
は

言
え
な
い
で
あ
ろ
う 。
こ
こ
に
八
旅
＞
は
終
わ
っ
た
と
い
う
八
菊
田
次
郎
も

（
注
6)

の
＞
に
お
け
る
当
時
の
三
島
の
認
識
の
限
界
が
あ
る 。

三
島
文
学
を
考
え
る
時 、

八
非
日
常
性
＞
と
い
う
問
頌
・

八
表
現
＞
と
い
う

問
題
は
重
要
で
あ
る 。
し
か
し 、

そ
の
内
実
は
必
ず
し
も
今
ま
で
明
ら
か
に
さ

礼
て
き
た
と
は
い
え
な
い 。
八
書
く

人
＞
の
側
に
身
を
謹
い
た
次
郎
は
八
日
常

性
＞
否
定
の
結
果 、

八
非
日
常
性
＞
を
旅
に
お
い
て
探
そ
う
と
す
る 。

す
な
わ

（
注
7)

ち
実
生
活
に
お
い
て 、

そ
礼
を
探
そ
う
と
し
た
わ
け
で
あ
る 。
一
方 、

八
特
神

性
＞
否
定
は
八
表
現
＞
に
お
い
て
求
め
ら
九
た 。

す
な
わ
ち
芸
術
に
お
い
て

八
精
神
性
＞
否
定
を
求
め
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る 。

芸
術
は
実
生
活
を
投
影
す

る
こ
と
も
出
来
る
か
ら 、

も
ち
ろ
ん
八
非
日
常
性
＞
を
文
学
作
品
に
お
い
て

（
注
8)

探
索
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
し 、

ま
た
八
梢
神
性
＞
否
定
を
実
生
活
に
お
い

六

て
追
求
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る 。
し
か
し
当
時
の
三
島
は
そ
机
を
主
と
は
し

て
い
な
い 。
八
非
日
常
性
＞
は
実
生
活
に
お
い
て
ま
だ
存
在
す
る
と
考
え
ら
礼

た
か
ら
で
あ
ろ
う
し 、

八
精
神
性
＞
否
定
は
お
の
ず
か
ら
肉
体
の
明
澄
さ
を
伴

い 、

自
己
の
肉
体
的
コ
ン 。
フ
レ
ソ
ク
ス
と
抵
触
す
る
結
果
を
招
く

た
め 、

実
生

活
に
お
け
る
追
求
は
避
け
ら
九
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る 。

八
菊
田
次
郎
も
の
＞
に
お
け
る
八
非
日
常
性
＞
探
索
の
問
題
や
八
表
現
＞
の

問
題
は 、

生
硬
な
観
念
に
よ
っ

て
語
ら
れ 、

そ
の
提
示
さ
れ
た
結
論
は
あ
る
意

味
で
陳
腐
な
も
の
で
あ
る 。
し
か
し
そ
れ
を
三
島
の
当
時
の
八
限
界
＞
と
捉
え

る
に
し
て
も
八
菊
田
次
郎
も
の
＞
三
作
に
お
い
て 、

三
島
が
小
説
構
造
の
破
綻

を
引
き
畠
こ
し
て
ま
で
も
捉
え
よ
う
と
し
た
八
書
く

人
＞
に
身
を
お
い
た
作
家

と
し
て
の
自
己
定
立
の
足
跡
は 、

八
菊
田
次
郎
も
の
＞
に
お
い
て
確
認
せ
ね
ば

な
る
ま
い 。
八
菊
田
次
郎
も
の
＞
以
後 、

八
非
日
常
性
＞
探
索
は 、

ま
だ
し
ば

ら
く

実
生
活
に
お
い
て
な
さ
れ
る
が 、

昭
和
三
十
年
を
境
に
し
て
後
は 、

そ
の

探
索
も
や
め
ら
れ 、

も
っ

ぱ
ら
作
品
に
お
い
て
八
日
常
性
＞
を
八
非
日
常
性
＞

で
領
略
す
る
試
み
が
行
な
わ
れ
る
こ
と
に
な
る 。
そ
し
て
「
死
の
島」
で
提
示

さ
れ
た
八
死
＞
の
中
の
八
非
日
常
性
＞
と
い
う
観
念
を
身
を
持
っ

て
体
現
す
る

こ
と
に
な
る 。
ま
た
八
表
現
＞
の
問
題
も 、

八
忍
識
す
る
こ
と
＞
と
八
見
る
こ

と
＞
の
せ
め
ぎ
あ
い
が
以
後 、

生
じ
て
い
く
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
が 、

そ
の

推
移
・

様
旧
に
つ
い
て
は
別
稿
で
論
じ
た
い 。

注
(
1)
．

寺
田
透
「
三
島
由
紀
夫
論」
（「
群
像」
昭
二
八·
1
0)

(
2)

発
表
当
時 、
短
編
と
み
ら
れ
た
作
品
が 、
長
編
の
意
図
の
も
と
に
書
か
れ 、
後

に
ま
と
め
ら
れ
た
『
盗
賊』
（
昭
二
三
・

―
一
）
の
よ
う
な
作
品
と
は
異
な
り 、

八
菊
田
次
郎
も
の
＞
に
は 、
並
べ
て
長
編
と
な
る
ス
ト
ー
リ
ー

の
展
開
が
見
ら
れ

な
い 。
な
お 、
同一
主
人
公
が
二
作
に
登
場
す
る
も
の
に
は
「
月」
（
昭
三
七
・
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八）
「
葡
萄。ハ
ン
」
（
昭
三
八
・
一
）
が
あ
る。

(

3

)

「『
見
る』
こ
と
こ
そ、
抽
象
的
思
索
の
自
己
放
棄
で
あ
り、

作
家
の
快
楽
に
対

す
る
強
力
な
能
力
で
あ
る。
か
う
し
た
作
家
の
目
は
肉
感
に
充
た
さ
れ、
夕
日
に

か
が
や
く
海
も、
水
平
線
上
の
雲
も、
真
紅
に
染
め
ら
れ
て
よ
ろ
め
い
て
ゐ
る
か

に
み
え
る
松
林
も、
••
…•
そ
の
浜
辺
に
休
ん
で
ゐ
る
裸
婦
に
劣
ら
ぬ
肉
感
的
素
材

で
あ
っ
て、
そ
の
と
き
こ
そ
自
然
の
汎
性
的
世
界
が
垣
間
見
ら
れ
る
筈
な
の
だ

が、
不
幸
に
し
て
こ
れ
ほ
ど
強
烈
に
『
見
る』
こ
と
の
で
き
た
機
会
は、

私
の
半

生
に、

多
分
十
指
に
充
た
な
い
で
あ
ら
う。」
（「
裸
体
と
衣
裳」
昭
三
三
年一
〇

月
二
0
日
の
項）
と
三
島
は
述
べ
て
い
る。
こ
こ
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
「
見
る」

と
い
う
行
為
は、
「
旅
の
墓
碑
銘」
で
示
さ
れ
た
す
べ
て
の
も
の
を
外
面
と
し
て

「

見
る」
と
い
う
行
為
と
は
異
な
っ
て
い
る。

(
4)

三
島
自
身
も
「
セ
ン
チ
メ
ン
タ
ル
の
年
令
的
な
別
の
あ
ら
は
れ
に
他
な
ら
ぬ
か

も
し
れ
ぬ
青
年
期
の
シ
ニ
シ
ズ
ム
に
身
を
鎧
っ
た」
と
い
う。
三
島
は
シ
ニ
シ
ズ

ム
を
青
年
の
老
人
病
と
呼
び、
そ
こ
か
ら
脱
却
し
て
い
く。
（『
三
島
由
紀
夫
作
品

集』
あ
と
が
き
五

昭
二
九・
一
）

(

5

)

石
崎
等
「
解
説

ー
審
美
的
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
の
終
焉

ー」
（『
日
本
文
学
研
究
資

料
叢
書・
三
島
由
紀
夫』
有
精
堂

昭
四
七
・
七）

(

6
)

次
郎
を
八
感
受
性
の
象
徴
＞（『
三
島
由
起
夫
短
編
全
集』
あ
と
が
き）
と
三
島

が
規
定
し
て
い
る
こ
と
か
ら
す
る
と、
「
旅
の
墓
碑
銘」
に
登
場
す
る
「
私」
が

全
体
像
と
し
て
の
三
島
に
よ
り
近
く、
「
次
郎」

は
三
島
の
一
部
分
の
象
徴
で
あ

る
と
も
解
釈
で
き
る。
そ
れ
な
ら
八
非
日
常
性
＞
が
ア
ジ
ア
に
あ
る
と
い
う
結
末

を
醤
く
こ
と
は
「

感
受
性
の
象
徴」
で
あ
る
次
郎
を
安
心
さ
せ
眠
ら
せ
る
意
味
が

あ
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
る。
だ
が
三
島
の
死
を
考
慮
に
入
れ
た
場
合、
次
郎
を
安

心
さ
せ
た
こ
と
は
「
感
受
性」
の
も
つ
意
味
の
重
大
さ
を
な
お
ざ
り
に
し
た
点

で、
や
は
り
三
島
の
当
時
の
限
界
で
あ
っ
た
と
い
え
る。

(

7
)

も
ち
ろ
ん
『
盗
賊』
『
愛
の
褐
き』
「
粟」
な
ど
の
八
日
常
性
＞
嫌
悪
を
表
明
し

た
作
品
は、
戦
後
多
数
書
か
れ
て
い
る。
そ
れ
ら
の
作
品
は
八
日
常
性
＞
否
定
が

主
題
で
あ
っ
て、
八
非
日
常
性
＞
を
実
生
活
に
お
い
て
探
索
し
よ
う
と
す
る
態
度

と
相
補
的
な
関
係
を
も
つ。

(

8
)

八
菊
田
次
郎
も
の
＞
に
見
ら
れ
る
八
非
日
常
性
＞
探
索
は
作
品
の
中
に
描
か
れ

て
い
る
と
は
い
う
も
の
の、
そ
れ
は
実
際
に
三
島
が
体
験
し
た
旅
の
結
果
で
あ

り、
作
品
に
お
い
て
実
験
的
に
八
非
日
常
性
＞
存
在
の
有
無
を
確
か
め
て
い
る
の

で
は
無
い。

（
金
沢
大
学
文
学
部
助
手）
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