
「私」の氾濫 :
坂口安吾「ふるさとに寄する讃歌」論

言語: Japanese

出版者: 武蔵野大学武蔵野文学館

公開日: 2021-05-20

キーワード (Ja): 

キーワード (En): 

作成者: 山路, 敦史

メールアドレス: 

所属: 

メタデータ

https://mu.repo.nii.ac.jp/records/1572URL



Ⅰ　
「
私
」
の
「
疲
れ
」

　

神
谷
忠
孝
が
「
今
は
も
う
生
家
も
な
い
新
潟
市
大
畑
町
に
十
年

ぶ
り
に
「
私
」
が
訪
れ
て
幼
少
年
時
代
の
思
い
出
に
ふ
け
っ
た

り
、
心
に
と
め
た
一
人
の
少
女
の
面
影
を
追
っ
た
り
す
る
筋
と
、

死
期
近
い
姉
を
見
舞
う
場
面
が
交
錯
し
、
故
郷
喪
失
を
確
認
し
て

東
京
へ
帰
る
と
こ
ろ
で
お
わ
る
作
品
で
あ
る
」
と
要
約
し
た
り（1

1
（

、

和
田
博
文
が
「「
私
」
が
故
郷
喪
失
を
確
認
す
る
作
品
」
と
述
べ

た
り
す
る
よ
う
に（1

（
（

、
坂
口
安
吾
「
ふ
る
さ
と
に
寄
す
る
讃
歌
」

（『
青
い
馬
』
創
刊
号
、
一
九
三
一
・
五
）
は
、〝
故
郷
喪
失
の
物

語
〟
と
い
う
輪
郭
を
与
え
や
す
い
テ
ク
ス
ト
で
あ
る
。

　

だ
が
ま
ず
問
題
と
し
た
い
の
は
、
主
人
公
「
私
」
の
「
疲
れ
」

の
描
写
の
質
で
あ
る
。
神
谷
が
物
語
的
な
要
約
と
は
別
に
「
文
章

に
擬
人
法
や
暗
喩
、
自
然
の
風
景
に
自
己
の
心
象
を
託
す
方
法
な

ど
が
駆
使
さ
れ
て
い
て
、
か
つ
て
の
新
感
覚
派
の
影
響
が
あ
ら
わ

れ
て
い
る
」
と
述
べ
て
い
る
よ
う
に（1

3
（

、
こ
の
テ
ク
ス
ト
に
お
け
る

「
私
」
の
「
疲
れ
」
に
由
来
す
る
描
写
は
細
密
で
あ
り
、
前
半
は

ほ
と
ん
ど
が
そ
の
よ
う
な
文
章
で
占
め
ら
れ
る
。

　

テ
ク
ス
ト
が
「
私
は
蒼
空
を
見
た
。
蒼
空
は
私
に
沁
み
た
。
私

は
瑠
璃
色
の
波
に
噎
ぶ
。
私
は
蒼
空
の
中
を
泳
い
だ
。
そ
し
て
私

は
、
も
は
や
透
明
な
波
で
し
か
な
か
つ
た
」
と
開
始
さ
れ
る
よ
う

に
、
短
文
の
連
鎖
で
細
か
く
区
切
っ
た
文
の
な
か
に
、「
私
」
が

多
用
さ
れ
て
い
る
。「
私
」
を
統
一
し
た
主
体
と
し
て
把
握
し
、

そ
れ
を
前
提
と
す
る
の
で
は
な
く
、
逐
一
「
私
」
の
状
態
を
正
確

に
記
述
す
る
必
要
に
迫
ら
れ
た
か
の
よ
う
な
微
分
化
さ
れ
た
叙
述

で
あ
る
。
こ
れ
は
、「
私
」
の
と
ら
え
ど
こ
ろ
の
な
さ
を
表
現
す
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る
文
体
と
な
る
。「
私
」
は
「
透
明
な
波
」
や
「
靄
の
や
う
で
も

あ
つ
た
」
り
、「
強
烈
な
光
の
奔
流
」
が
「
私
の
肉
で
あ
る
や
う

に
」
感
じ
ら
れ
た
り
す
る
。
こ
の
テ
ク
ス
ト
の
「
私
」
を
め
ぐ
る

描
写
の
饒
舌
さ
と
細
密
さ
は
、
こ
の
よ
う
な
相
互
変
換
が
可
能
な

言
葉
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
上
の
一
部
に
「
私
」
が
組
み
込
ま
れ
て
い

る
こ
と
の
表
現
と
な
る
。

　
「
私
の
疲
れ
は
、
生
き
る
こ
と
に
も
堪
え
難
い
ほ
ど
、
私
の
身

体
を
損
ね
て
ゐ
た
」
と
あ
る
よ
う
に
、「
私
」
の
損
傷
こ
そ
が

「
私
」
を
語
る
言
葉
の
起
源
で
あ
る
。「
私
は
、
と
き
ど
き
、
私
の

身
体
が
も
は
や
何
処
に
も
見
当
た
ら
ぬ
や
う
に
感
じ
て
ゐ
た
」
と

は
、「
私
の
身
体
」
が
喪
失
の
危
機
に
瀕
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

ま
さ
に
そ
れ
が
「
私
の
身
体
」、
す
な
わ
ち
「
私
」
の
所
有
物
で

あ
る
こ
と
が
意
識
化
さ
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
生
ま
れ
た
言
葉
に
ほ

か
な
ら
な
い
。

　

大
原
祐
治
は
、「〈
内
〉
と
〈
外
〉
の
境
界
線
を
失
っ
た
不
安
定

な
も
の
」
と
し
て
「
私
」
を
捉
え
、「
安
定
し
た
「
主
体
身
体
」

の
存
在
を
は
っ
き
り
と
認
識
で
き
な
い
こ
と
か
ら
生
ま
れ
る
不
安

の
感
情
の
表
現
」
を
読
み
取
っ
て
い
る（1

4
（

。「
私
の
疲
れ
」
と
か

「
私
の
身
体
」
と
か
「
私
の
肉
」
と
か
、
そ
の
都
度
「
私
の
」
と

添
え
ら
れ
、
い
ち
い
ち
「
私
」
の
所
有
物
で
あ
る
と
確
認
し
な
け

れ
ば
い
け
な
い
こ
と
自
体
が
、「
私
」
が
「
私
」
に
よ
っ
て
統
御

さ
れ
て
い
な
い
ゆ
ら
ぎ
の
表
象
を
可
能
に
す
る
。

　

こ
う
し
た
「
私
」
の
損
傷
や
消
失
の
危
機
を
媒
介
と
し
た
叙
述

の
生
成
は
、
自
己
認
識
の
困
難
さ
そ
の
も
の
を
打
ち
出
し
た

「
私
」
に
よ
る
自
己
批
評
と
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ
な

い
。
そ
れ
は
、
比
喩
や
た
と
え
話
を
駆
使
し
て
饒
舌
に
語
る
こ
と

も
で
き
る
し
、
圧
縮
し
て
端
的
に
ま
と
め
る
こ
と
も
で
き
る
自
在

さ
を
有
し
て
い
る
。

　

た
と
え
ば
、「
長
い
間
、
私
は
い
ろ
い
ろ
の
も
の
を
求
め
た
。

何
一
つ
手
に
握
る
こ
と
が
で
き
な
か
つ
た
。
そ
し
て
何
物
も
摑
ま

ぬ
う
ち
に
、
も
は
や
求
め
る
も
の
が
な
く
な
つ
て
ゐ
た
。
私
は
悲

し
か
つ
た
。
し
か
し
、
悲
し
さ
を
摑
む
た
め
に
も
、
ま
た
私
は
失

敗
し
た
」
と
い
っ
た
叙
述
に
あ
っ
て
は
、「
私
は
悲
し
か
つ
た
」

と
い
う
構
文
は
、
否
定
さ
れ
廃
棄
さ
れ
る
た
め
に
こ
そ
存
在
し
、

そ
う
で
あ
る
が
ゆ
え
に
言
葉
を
生
成
す
る
契
機
と
な
る
。

　

こ
う
し
た
「
私
」
が
「
私
」
の
「
実
感
」
を
欠
落
し
た
状
態

は
、「
漠
然
と
、
拡
が
り
ゆ
く
空
し
さ
の
み
を
感
じ
続
け
た
」
と

し
て
、
文
字
通
り
「
漠
然
と
」
説
明
さ
れ
る
。
こ
こ
で
添
え
ら
れ



た
副
助
詞
「
の
み
」
と
は
、『
日
本
国
語
大
辞
典　

第
二
版
』
第

一
〇
巻
（
二
〇
〇
一
、
小
学
館
）
に
よ
れ
ば
、
第
一
に
「
あ
る
事

物
を
取
り
立
て
て
限
定
す
る
。
強
調
表
現
を
伴
う
」
機
能
が
あ

り
、
第
二
に
は
限
定
の
意
味
合
い
が
薄
れ
、
単
に
強
調
の
機
能
が

あ
る
。
そ
の
よ
う
な
仕
方
で
、「
私
」
の
氾
濫
と
も
い
う
べ
き
テ

ク
ス
ト
の
叙
述
に
、「
空
し
さ
」
と
い
う
あ
る
程
度
の
方
向
性
と

限
定
が
与
え
ら
れ
て
い
る
。

　
「
空
し
さ
」
へ
の
限
定
は
、「
涯
も
な
い
空
し
さ
の
中
に
、
赤
い

太
陽
が
登
り
、
そ
れ
が
落
ち
て
、
夜
を
運
ん
だ
」
と
い
う
圧
縮
感

の
強
い
叙
述
へ
と
つ
な
が
り
、
こ
れ
ま
で
際
限
な
く
広
が
っ
て
き

た
「
私
」
に
つ
い
て
の
描
写
（
の
可
能
性
）
を
、「
空
し
さ
」
の

内
部
に
塞
き
止
め
て
い
る
。
直
後
に
は
「
さ
う
い
ふ
日
、
毎
日
つ

づ
い
た
」
と
添
え
ら
れ
る
こ
と
で
、「
私
」
の
氾
濫
と
も
い
う
べ

き
叙
述
が
強
引
に
打
ち
切
ら
れ
た
か
の
よ
う
だ
。

　

こ
う
し
た
分
析
に
お
い
て
は
、「
ふ
る
さ
と
に
寄
す
る
讃
歌
」

の
二
年
後
に
中
原
中
也
の
生
前
唯
一
の
詩
集
と
い
う
形
で
『
山
羊

の
歌
』（
一
九
三
四
、
文
團
堂
）
に
収
録
さ
れ
た
「
汚
れ
つ
ち
ま

つ
た
悲
し
み
に
」
が
想
起
さ
れ
る
。
中
也
の
詩
で
は
、「
悲
し
み
」

が
「
汚
れ
」
に
よ
っ
て
損
傷
す
る
こ
と
で
言
葉
が
紡
ぎ
出
さ
れ
、

第
二
連
に
至
っ
て
「
悲
し
み
」
は
主
体
化
さ
れ
、
最
終
的
に
は

「
な
す
と
こ
ろ
も
な
く
日
は
暮
れ
る
…
…
」
と
い
う
形
で
「
悲
し

み
」
は
外
部
化
さ
れ
、
突
き
放
さ
れ
る
。
末
尾
に
付
さ
れ
た

「
…
…
」
は
、
文
字
通
り
に
「
な
す
と
こ
ろ
も
な
く
」
と
い
う
状

態
を
示
し
、
言
葉
は
こ
れ
以
上
生
み
出
さ
れ
な
い
。
そ
れ
に
対
し

て
「
ふ
る
さ
と
に
寄
す
る
讃
歌
」
の
場
合
は
、「
夜
を
運
ん
だ
」

と
し
て
も
、「
さ
う
い
ふ
日
が
、
毎
日
つ
づ
い
た
」
と
い
う
形
で
、

永
続
し
て
い
く
の
で
あ
る
。

　

際
限
な
い
「
私
」
の
氾
濫
が
か
ろ
う
じ
て
塞
き
止
め
ら
れ
る
の

は
、
叙
述
の
打
ち
切
り
と
い
っ
た
例
を
除
い
て
は
、「
私
」
の
意

識
が
「
私
」
以
外
に
向
け
ら
れ
た
場
合
で
あ
る
。「
彼
女
を
追
ふ

以
外
に
、
私
に
何
の
計
算
も
な
か
つ
た
」
と
い
う
場
合
に
は
、

「
一
人
の
少
女
」
の
「
概
念
を
追
ふ
て
、
太
陽
を
泳
い
で
き
た
私

は
、
概
念
で
も
な
け
れ
ば
、
象
徴
で
も
な
か
つ
た
。
そ
れ
は
現
実

の
私
だ
つ
た
」
と
あ
り
、「
疲
れ
て
は
ゐ
る
が
、
生
命
と
青
春
を

持
つ
て
ゐ
た
」
と
さ
れ
る
。
と
は
い
え
、
わ
ざ
わ
ざ
「
現
実
の
」

と
添
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
や
「
概
念
」
や
「
象
徴
」

で
あ
る
こ
と
を
否
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
限
り
に
お
い
て
、

「
私
」
の
氾
濫
は
完
全
に
は
塞
き
止
め
ら
れ
て
い
な
い
。
そ
も
そ

（1　　「私」の氾濫─坂口安吾「ふるさとに寄する讃歌」論



（（

も
言
葉
で
は
何
と
で
も
言
え
る
の
で
あ
っ
て
、「
概
念
」
や
「
象

徴
」
や
「
現
実
」、
こ
れ
ら
は
「
私
」
を
表
現
す
る
た
め
の
言
葉

と
し
て
は
同
じ
で
あ
り
、「
現
実
の
」
と
添
え
た
と
こ
ろ
で
そ
れ

は
比
喩
に
過
ぎ
ず
、「
私
」
を
正
確
に
捉
え
る
言
葉
と
は
な
り
得

な
い
。

　

こ
の
よ
う
な
「
私
」
の
塞
き
止
め
ら
れ
方
は
一
時
的
な
も
の
で

あ
っ
て
、「
か
や
う
な
私
を
眺
め
や
る
と
き
、
私
は
私
が
、
夢
の

や
う
に
遠
い
、
茫
漠
し
た
風
景
で
あ
る
の
に
気
付
い
て
ゐ
た
」

云
々
と
、
結
局
の
と
こ
ろ
「
私
」
は
氾
濫
し
続
け
る
ば
か
り
な
の

だ
。「
私
」
が
「
ふ
る
さ
と
」
に
あ
っ
て
も
、「
少
女
」
や
「
姉
」

か
ら
意
識
が
外
れ
れ
ば
、「
街
の
埃
と
、
街
の
騒
音
が
、
深
く
私

に
泌
み
て
い
ゐ
た
」
と
か
「
皮
膚
に
う
ご
め
く
雑
踏
の
跫
音
を
き

い
た
」
と
し
て
、「
私
の
身
体
」
は
「
街
」
を
構
成
す
る
要
素
と

の
交
渉
が
生
じ
る
。「
私
」
が
異
質
な
も
の
と
接
続
さ
れ
た
際
に

生
じ
る
軋
み
や
葛
藤
な
ど
は
な
い
。
む
し
ろ
、「
何
物
か
、
私
の

中
に
澄
み
切
ら
う
と
す
る
気
配
が
し
て
ゐ
た
」
と
あ
る
よ
う
に
、

「
何
物
か
」
は
検
証
の
対
象
と
な
ら
ず
、
問
題
と
さ
れ
な
い
ほ
ど

な
の
だ
。
だ
か
ら
「
私
」
は
、「
私
」
な
い
し
「
私
の
身
体
」
に

起
き
て
い
る
こ
と
を
手
持
ち
の
比
喩
な
ど
を
用
い
な
が
ら
ナ
レ
ー

シ
ョ
ン
し
て
い
く
ば
か
り
で
あ
り
、
だ
か
ら
こ
そ
淡
々
と
続
い
て

い
く
の
で
あ
る
。

　

直
後
に
「
夜
空
が
、
す
べ
て
宇
宙
が
、
甘
い
安
心
を
与
へ
た
」

と
あ
る
が
、
こ
れ
は
「
私
」
と
「
す
べ
て
宇
宙
」
と
の
あ
い
だ
に

存
在
す
る
無
数
の
「
何
物
か
」
と
の
葛
藤
が
生
じ
て
い
な
い
こ
と

を
示
し
て
い
る
。「
私
」
は
さ
ま
ざ
ま
な
も
の
と
交
渉
を
持
ち
、

そ
の
度
ご
と
に
比
喩
を
交
え
て
そ
の
よ
う
な
状
態
が
表
現
さ
れ
、

相
互
に
変
換
可
能
と
な
る
。「
私
」
の
損
傷
と
い
う
自
己
否
定
か

ら
開
始
さ
れ
た
叙
述
は
、「
空
し
さ
」
と
い
う
圧
縮
を
経
由
し
つ

つ
も
、
結
局
は
「
す
べ
て
宇
宙
」
と
い
う
地
点
で
の
「
甘
い
安

心
」
と
い
う
「
私
」
の
全
肯
定
へ
と
行
き
着
く
。

Ⅱ　

喪
失
と
生
成
の
一
般
論

　
「
私
」
の
損
傷
を
「
私
」
自
身
が
意
識
し
て
語
り
始
め
た
物
語
。

人
物
論
と
し
て
は
、
こ
の
よ
う
に
整
理
で
き
る
。
テ
ク
ス
ト
総
体

と
し
て
は
、「
私
」
と
は
事
件
現
場
な
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
現
場

検
証
が
際
限
な
く
行
わ
れ
て
い
く
。「
私
」
の
損
傷
や
消
失
へ
の

危
機
感
が
、
逆
説
的
に
叙
述
の
主
題
を
「
私
」
に
設
定
す
る
。

「
ふ
る
さ
と
に
寄
す
る
讃
歌
」
に
あ
る
の
は
、
究
極
の
「
私
」
の



表
現
と
も
い
え
る
叙
述
な
の
だ
。

　
「
私
」
の
喪
失
に
よ
っ
て
こ
そ
、「
私
」
を
め
ぐ
る
言
葉
が
生
成

さ
れ
る
こ
と
。
こ
れ
は
、
故
郷
生
成
の
一
般
論
と
重
な
る
。
と
は

い
え
そ
れ
は
、「
ふ
る
さ
と
に
寄
す
る
讃
歌
」
と
い
う
テ
ク
ス
ト

が
、「
私
」
の
記
述
の
仕
方
と
い
う
文
体
レ
ベ
ル
に
お
い
て
も
故

郷
の
原
理
を
反
映
し
、〝
故
郷
喪
失
の
物
語
〟
を
徹
底
し
て
い
る

こ
と
を
意
味
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
喪
失
に
お
い
て
こ

そ
価
値
あ
る
も
の
と
し
て
浮
上
す
る
も
の
な
ど
、
故
郷
に
限
ら
な

い
こ
と
を
示
し
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
故
郷
は
喪
失

が
常
態
で
あ
る
な
ら
、「
疲
れ
」
も
人
間
に
と
っ
て
は
常
態
で
あ

り
、「
私
」
は
そ
れ
を
わ
ざ
わ
ざ
「
私
の
疲
れ
」
と
し
て
対
象
化

し
、
損
傷
や
消
失
の
危
機
を
意
識
す
る
。
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、

虚
構
で
し
か
な
い
「
私
」
な
い
し
「
私
の
身
体
」
は
本
来
性
と
し

て
措
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

同
じ
こ
と
は
、「
少
女
」
に
も
言
え
る
。「
私
の
中
に
生
長
し
た

彼
女
は
、
も
は
や
現
実
に
生
育
し
て
ゐ
る
彼
女
と
は
別
の
人
で
あ

る
の
か
も
知
れ
な
か
つ
た
。
私
の
中
の
彼
女
は
、
い
は
ば
一
つ
の

概
念
で
あ
り
、
一
つ
の
象
徴
で
あ
る
か
も
知
れ
な
か
つ
た
」。
こ

う
し
た
叙
述
を
参
照
し
た
西
谷
修
は
、「
こ
の
少
女
が
、「
私
」
に

と
っ
て
ま
さ
し
く
「
ふ
る
さ
と
」
を
体
現
す
る
も
の
で
あ
り
、

「
ふ
る
さ
と
」
の
「
概
念
」
そ
の
も
の
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で

も
な
い
」
と
し
、「
ふ
る
さ
と
」
の
本
質
を
明
ら
か
に
し
て
み
せ

た
。
西
谷
は
、「「
ふ
る
さ
と
と
は
、
遠
き
に
あ
り
て
思
う
も
の
」

と
い
う
通
俗
化
し
た
表
現
が
す
で
に
示
唆
し
て
い
る
よ
う
に
─

そ
し
て
オ
イ
デ
ィ
プ
ス
の
二
つ
の
ふ
る
さ
と
が
象
徴
し
て
い
る
よ

う
に
─
、「
ふ
る
さ
と
」
は
い
つ
も
二
重
だ
」
と
述
べ
て
、
そ

の
本
質
を
「
要
す
る
に
「
ふ
る
さ
と
」
と
は
、
人
が

4

4

そ
こ
を
離
れ

る
と
き
事
後
的
に

4

4

4

4

、
そ
れ
も
二
重
の
も
の
と
し
て
生
ま
れ
る
の

だ
。
言
い
か
え
れ
ば
「
ふ
る
さ
と
」
は
、
そ
れ
が
失
わ
れ
た
と
き

4

4

4

4

4

4

4

4

4

初
め
て

4

4

4

、
二
重
の
対
象
（
内
的
・
外
的
）
を
も
っ
て
言
葉
と
な

4

4

4

4

る4

」（
傍
点
原
文
）
と
整
理
し
て
い
る（1

（
（

。

　

こ
の
よ
う
な
優
れ
た
「
ふ
る
さ
と
」
論
が
展
開
で
き
る
の
は
、

「
少
女
」
が
「
ふ
る
さ
と
」
を
「
体
現
す
る
も
の
」
だ
か
ら
で
は

な
く
、
そ
の
生
成
に
お
い
て
同
じ
原
理
を
共
有
し
て
い
る
か
ら
で

あ
る
。
既
に
述
べ
た
よ
う
に
、
そ
れ
は
「
私
」
の
氾
濫
の
原
理
で

も
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
仕
方
で
、
こ
の
テ
ク
ス
ト
は
故
郷
生
成
の

原
理
を
故
郷
に
限
ら
な
い
も
の
と
し
て
一
般
化
し
、
汎
用
性
あ
る

も
の
と
し
て
示
し
て
し
ま
う
。「
私
」
の
氾
濫
も
「
少
女
」
も
す

（3　　「私」の氾濫─坂口安吾「ふるさとに寄する讃歌」論
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べ
て
故
郷
で
統
御
す
る
こ
と
に
は
、
ど
う
し
て
も
飛
躍
が
生
じ

る
。
こ
の
こ
と
は
、「
ふ
る
さ
と
に
寄
す
る
讃
歌
」
の
言
葉
を
、

〝
故
郷
喪
失
の
物
語
〟
と
い
う
単
一
の
物
語
に
還
元
す
る
こ
と
の

強
引
さ
を
指
し
示
す
こ
と
に
も
な
る
だ
ろ
う
。

　

た
と
え
ば
、「
す
べ
て
宇
宙
」
に
ま
で
拡
大
し
、
そ
の
内
部
に

収
ま
っ
た
も
の
で
あ
れ
ば
ど
の
よ
う
な
も
の
に
で
も
接
続
・
変
換

が
可
能
な
「
私
」
の
氾
濫
に
あ
っ
て
は
、
故
郷
に
つ
い
て
の
言
葉

が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
「
す
べ
て
宇
宙
」
の
規
模
に
ま
で

拡
大
し
た
「
私
」
を
収
め
る
器
と
は
な
り
得
な
い
。
と
は
い
え
、

こ
こ
で
は
「
私
」
の
氾
濫
が
ふ
と
故
郷
へ
と
接
近
し
て
し
ま
う
瞬

間
を
挙
げ
て
お
こ
う
。
や
は
り
「
私
は
疲
れ
て
ゐ
た
。
私
の
中
に

私
が
な
か
つ
た
」
と
い
う
損
傷
・
消
失
を
伴
っ
て
生
成
さ
れ
る

「
私
」
の
氾
濫
は
、「
古
く
遠
い
匂
」
へ
行
き
着
く
。

私
は
も
の
を
考
へ
な
か
つ
た
。
風
景
が
窓
を
流
れ
す
ぎ
る
と

き
、
そ
れ
ら
の
風
景
が
私
自
身
で
あ
つ
た
。
望
楼
の
窓
か

ら
、
私
は
私
を
運
ん
だ
。
私
の
中
に
季
節
が
育
つ
た
。
私
は

一
切
を
風
景
に
換
算
し
て
ゐ
た
。
そ
し
て
、
私
が
私
自
身
を

考
へ
た
時
、
私
も
亦
、
窓
を
流
れ
た
一
つ
の
風
景
に
す
ぎ
な

か
つ
た
。
古
く
遠
い
匂
が
し
た
。
し
き
り
に
母
を
呼
ぶ
声
が

し
た
。

　
「
私
は
も
の
を
考
へ
な
か
つ
た
」
と
い
う
現
状
を
追
認
す
る
状

態
に
お
い
て
、「
風
景
が
私
自
身
」
と
い
う
現
状
把
握
が
そ
の
ま

ま
引
き
受
け
ら
れ
て
、「
私
は
私
を
運
ん
だ
。
私
の
中
に
季
節
が

育
つ
た
。
私
は
一
切
を
風
景
に
換
算
し
て
ゐ
た
」
と
あ
る
よ
う

に
、「
私
」
の
動
き
が
微
分
化
さ
れ
て
語
ら
れ
て
い
く
。
続
く
、

「
そ
し
て
、」
と
い
う
接
続
詞
で
新
た
な
展
開
を
予
感
さ
せ
、
実
際

に
「
私
」
は
今
度
は
考
え
る
と
い
う
こ
と
を
始
め
、「
私
が
私
自

身
を
考
へ
た
時
、」
と
な
る
の
だ
が
、
そ
の
思
考
の
結
果
は
「
私

も
亦
、
窓
を
流
れ
た
一
つ
の
風
景
に
す
ぎ
な
か
つ
た
」
と
あ
る
よ

う
に
、
結
局
「
私
」
が
「
風
景
」
で
あ
る
と
指
摘
さ
れ
、
こ
れ
で

は
「
私
が
も
の
を
考
へ
な
か
つ
た
」
時
点
と
変
わ
り
は
な
い
。
せ

い
ぜ
い
、「
そ
れ
ら
の
風
景
」
と
漠
然
と
把
握
さ
れ
て
い
た
も
の

が
、「
一
つ
の
風
景
に
す
ぎ
な
か
つ
た
」
と
限
定
さ
れ
た
く
ら
い

で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
現
状
を
追
認
し
て
思
考
停
止
し
て
い
た

「
私
」
が
、
自
身
を
「
風
景
」
で
あ
る
と
み
な
し
、
そ
の
後
に

や
っ
と
物
事
を
考
え
よ
う
と
し
た
と
こ
ろ
で
、「
私
」
の
思
考
は



「
風
景
」
で
あ
る
こ
と
の
域
を
出
な
い
。

　

そ
う
し
て
行
き
着
く
「
古
く
遠
い
匂
が
し
た
。
し
き
り
に
母
を

呼
ぶ
声
が
し
た
」
に
つ
い
て
、
丹
生
谷
貴
志
は
「
不
意
に
「
し
き

り
に
母
を
呼
ぶ
声
が
し
た
」
と
い
う
結
句
が
入
り
、「
ふ
る
さ
と

─
母
─
大
人
に
な
ろ
う
と
す
る
少
年
の
危
機
」
と
い
う
凡
庸

な
心
象
を
結
び
か
け
る
の
だ
が
、
そ
れ
は
お
そ
ら
く
は
た
ぶ
ん
安

吾
自
身
の
性
急
な
合
理
化
だ
と
私
は
思
う
」
と
指
摘
し
て
い
る（1

6
（

。

丹
生
谷
が
重
要
視
す
る
の
は
、「
空
疎
な
観
念
的
美
文
に
陥
る
す

れ
す
れ
の
と
こ
ろ
で
引
き
寄
せ
ら
れ
続
け
る
「
私
の
中
の
空
虚
」

「
私
で
あ
り
え
な
い
私
」、
風
景
に
破
砕
し
た
「
私
」、
或
い
は

「
私
の
胎
内
」
と
い
う
感
じ
の
語
用
法
（
？
）
で
指
示
さ
れ
よ
う

と
す
る
場
の
生
々
し
さ
、
或
い
は
そ
の
生
々
し
さ
を
必
死
で
言
葉

に
し
よ
う
と
す
る
言
葉
の
、
変
に
不
安
定
な
運
動
」
の
方
だ
。

「
母
を
呼
ぶ
声
」
は
「
母
を
呼
ぶ
声
」
に
過
ぎ
ず
、「
古
く
遠
い
匂

が
し
た
」
と
あ
る
か
ら
と
い
っ
て
、
故
郷
と
結
ば
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
必
然
性
は
な
い
。
そ
の
よ
う
な
テ
ク
ス
ト
の
「
性
急
な
合
理

化
」
に
抗
う
と
き
、
丹
生
谷
が
「
生
々
し
さ
」
や
「
変
に
不
安
定

な
運
動
」
と
い
う
言
い
方
で
示
し
た
「
私
」
の
描
写
の
分
析
に
集

中
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
を
こ
こ
で
は
、「
私
」
の
氾
濫
と

し
て
対
象
化
し
て
き
た
。

　

と
は
い
え
、「
私
」
に
つ
い
て
の
描
写
と
い
っ
た
文
体
の
細
部

に
こ
だ
わ
る
ば
か
り
で
は
、
物
語
を
統
御
す
る
よ
う
な
力
学
を
見

過
ご
し
、
評
価
や
位
置
づ
け
の
機
会
を
失
っ
て
し
ま
う
。「
私
」

の
氾
濫
は
、「
す
べ
て
宇
宙
」
へ
と
拡
大
し
て
い
く
こ
と
で
、「
故

郷
」
や
「
ふ
る
さ
と
」
と
い
っ
た
語
の
使
い
分
け
な
ど
軽
々
と
乗

り
越
え
て
し
ま
う
が
、
そ
こ
で
待
っ
て
い
る
の
は
「
甘
い
安
心
」

で
あ
り
、
こ
れ
は
他
者
性
を
喪
失
し
た
全
肯
定
、
す
な
わ
ち
思
考

停
止
に
し
か
な
ら
な
い
。

　

だ
か
ら
必
要
な
の
は
、「
私
」
の
氾
濫
に
着
目
し
な
が
ら
、
そ

れ
が
塞
き
止
め
ら
れ
る
瞬
間
に
も
目
を
配
り
、「
私
」
の
氾
濫
と

物
語
と
の
交
渉
の
度
合
い
を
探
る
こ
と
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
物

語
の
後
半
に
お
い
て
立
ち
上
が
る
「
姉
」
の
め
ぐ
る
筋
に
よ
っ
て

テ
ク
ス
ト
を
す
べ
て
説
明
し
て
し
ま
う
と
、
描
写
の
多
様
性
を
有

し
て
い
た
「
私
」
の
氾
濫
な
ど
、「
私
は
、
姉
に
会
ふ
こ
と
を
欲

し
な
か
つ
た
。
全
て
親
密
さ
は
、
風
景
で
あ
る
私
に
ふ
さ
わ
し
く

な
か
つ
た
」
と
し
て
、
た
だ
「
姉
」
と
の
再
会
を
「
私
」
が
拒
む

理
由
づ
け
に
し
か
な
ら
な
い
。

　

こ
の
「
姉
」
に
つ
い
て
は
、
た
と
え
ば
加
藤
達
彦
が
「「
姉
」

（（　　「私」の氾濫─坂口安吾「ふるさとに寄する讃歌」論
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と
の
関
係
は
、「
死
」
と
い
う
「
現
実
」
を
突
き
つ
け
る
こ
と
で
、

「
私
」
に
「
夢
物
語
」
の
「
空
々
し
さ
」
を
否
応
な
く
感
じ
さ
せ
、

「
夢
」（
＝
ロ
マ
ン
）
の
破
れ
目
を
顕
在
化
さ
せ
る
」
と
意
味
づ
け

て
い
る
が（1

（
（

、「
姉
」
と
の
場
面
は
た
だ
た
だ
「
退
屈
」
で
あ
り
、

「
私
」
の
氾
濫
を
塞
き
止
め
て
い
る
だ
け
に
過
ぎ
な
い
と
も
い
え

る
。
テ
ク
ス
ト
に
お
け
る
「
死
」
の
問
題
に
し
て
み
て
も
、
そ
れ

は
「
姉
」
と
は
遠
く
隔
た
っ
た
と
こ
ろ
で
、
い
た
っ
て
月
並
に
言

及
さ
れ
る
の
だ
が
、「
私
」
の
氾
濫
に
と
っ
て
は
、
こ
の
箇
所
の

ほ
う
が
「
姉
」
よ
り
遥
か
に
重
要
で
あ
る
。

　

私
は
海
へ
行
つ
た
。
人
気
の
な
い
銀
色
の
砂
浜
か
ら
、
私

は
海
中
へ
躍
り
込
ん
だ
。
爽
快
に
沖
へ
出
た
。
掌
は
白
く
輝

い
て
散
乱
し
た
。
海
の
深
さ
が
し
づ
も
つ
て
ゐ
た
。
突
然
私

は
死
を
思
ひ
出
し
て
ゐ
た
。
私
は
怖
れ
た
。
私
の
身
体
は
、

心
よ
り
も
尚
は
や
く
狼
狽
し
は
ぢ
め
て
ゐ
た
。
私
の
手
に
水

が
当
ら
な
く
な
つ
て
ゐ
た
。
手
足
は
感
覚
を
失
つ
た
。
私
の

吐
く
潮
が
、
鋭
い
音
を
た
て
た
。
私
は
自
分
が
今
吹
き
出
し

て
い
い
欲
望
に
か
ら
れ
て
ゐ
る
こ
と
を
、
滑
稽
な
程
非
痛

に
、
意
識
し
た
。
私
は
陸
へ
這
ひ
上
つ
た
。
私
は
浜
に
ね

た
。
私
は
深
い
睡
り
に
お
ち
た
。

　
「
私
」
は
「
海
中
」
や
「
海
の
底
」
と
一
体
化
す
る
こ
と
は
な

く
、
ゆ
え
に
「
風
景
で
あ
る
私
」
と
自
称
さ
れ
な
い
。
確
か
に

「
掌
は
白
く
輝
い
て
散
乱
し
た
」
と
し
て
「
海
の
深
さ
」
と
の
境

界
が
失
わ
れ
て
い
き
そ
う
で
は
あ
る
の
だ
が
、「
突
然
私
は
死
を

思
ひ
出
し
て
ゐ
た
。
私
は
怖
れ
た
」
と
さ
れ
る
こ
と
で
、「
私
の

身
体
は
、
心
よ
り
も
尚
は
や
く
狼
狽
」
を
始
め
た
い
っ
た
「
私
」

と
「
私
の
身
体
」
と
の
疎
隔
感
や
「
掌
」
が
「
白
く
輝
い
て
散

乱
」
す
る
イ
メ
ー
ジ
は
、「
死
」
へ
の
「
怖
れ
」
に
よ
っ
て
生
じ

た
防
衛
反
応
な
の
だ
と
理
屈
づ
け
さ
れ
て
し
ま
う
。「
私
は
自
分

が
今
吹
き
出
し
て
い
い
欲
望
に
か
ら
れ
て
ゐ
る
こ
と
を
、
滑
稽
な

程
悲
痛
に
、
意
識
し
た
」
と
は
、「
私
」
と
「
私
の
身
体
」
と
の

反
応
が
す
り
合
わ
さ
れ
、「
私
」
の
「
欲
望
」
に
よ
っ
て
統
合
さ

れ
る
べ
き
も
の
へ
と
、「
私
の
身
体
」
が
再
編
成
さ
れ
て
い
く
か

の
よ
う
だ
。

　

こ
の
よ
う
に
し
て
氾
濫
が
塞
き
止
め
ら
れ
た
「
私
」
の
叙
述
な

ど
は
、「
私
は
陸
へ
這
ひ
上
つ
た
。
私
は
浜
に
ね
た
。
私
は
深
い

睡
り
に
お
ち
た
」
と
あ
る
よ
う
に
、「
私
」
と
い
う
語
が
出
現
し



つ
つ
も
、
変
容
の
可
能
性
な
ど
は
微
塵
も
な
く
、
比
喩
な
ど
差
し

挟
む
余
地
が
な
い
か
の
よ
う
に
単
調
な
形
態
を
と
る
ば
か
り
な
の

で
あ
る
。

Ⅲ　

後
付
け
さ
れ
る
「
東
京
」

　
「
姉
」
と
の
や
り
と
り
に
あ
っ
て
、「
退
屈
」
な
現
実
が
確
認
さ

れ
る
ば
か
り
と
な
っ
た
物
語
は
、
ど
の
よ
う
に
結
ば
れ
る
の
か
。

唐
突
に
「
私
」
に
は
「
し
き
り
に
帰
心
の
陰
が
揺
れ
た
」
と
し
、

「
東
京
の
空
が
み
え
た
」
と
い
う
。「
佐
渡
通
ひ
の
船
」
を
除
い
て

は
、
は
じ
め
て
具
体
的
な
地
名
「
東
京
」
が
出
現
す
る
。
遠
藤
祐

は
、「
出
て
い
く
先
は
東
京
に
お
き
忘
れ
た
「
私
の
影
」
な
の
だ

か
ら
、
つ
ま
り
話
は
発
端
の
情
況
に
戻
る
わ
け
で
、
作
品
は
い
わ

ば
円
環
状
の
構
造
を
も
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
」
と
指
摘
す
る（1

8
（

。

こ
の
指
摘
を
受
け
た
原
卓
史
も
「
主
人
公
「
私
」
が
「
風
景
」
で

あ
る
状
態
で
、
東
京
か
ら
新
潟
へ
帰
り
、
そ
し
て
東
京
へ
戻
っ
て

い
く
」
と
い
う
「
円
環
状
の
構
造
」
を
認
め
、「
安
吾
は
作
中
で

新
潟
と
は
明
示
し
て
い
な
い
が
新
潟
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
」
と

添
え
て
い
る（1

9
（

。

　
「
ふ
る
さ
と
に
寄
す
る
讃
歌
」
が
「
円
環
状
の
構
造
」
と
読
め

る
理
由
と
し
て
「
東
京
へ
戻
っ
て
い
く
」
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
て
い

る
の
だ
が
、「
ふ
る
さ
と
へ
帰
り
着
い
た
」
以
前
の
「
私
」
の
居

場
所
が
「
東
京
」
で
あ
っ
た
な
ど
と
は
、
本
文
の
ど
こ
に
も
書
か

れ
て
い
な
い
。
あ
く
ま
で
「
置
き
忘
れ
て
き
た
」
や
「
帰
ら
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う
記
述
か
ら
、
事
後
的
に
「
私
」
が
居
た

場
所
が
「
東
京
」
だ
っ
た
と
把
握
で
き
る
だ
け
な
の
だ
。

　

こ
れ
は
、
こ
の
テ
ク
ス
ト
の
原
理
と
し
て
説
明
が
つ
け
ら
れ
そ

う
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
こ
の
場
面
で
は
、「
置
き
忘
れ
て
き
た
私

の
影
が
、
東
京
の
雑
踏
に
揉
ま
れ
、
蹂
み
し
だ
か
れ
、
粉
砕
さ
れ

て
喘
へ
い
で
ゐ
た
」
と
し
て
、
当
初
か
ら
の
「
私
の
疲
れ
」
が
、

地
方
出
身
者
が
「
東
京
」
と
い
う
都
市
に
お
い
て
被
っ
た
軋
轢
と

い
う
形
で
、
や
は
り
あ
く
ま
で
事
後
的
に
理
屈
づ
け
ら
れ
て
い
る

か
ら
だ
。「
私
」
の
「
疲
れ
」
の
要
因
を
「
東
京
」
と
い
う
都
市

の
軋
轢
に
求
め
、
中
央
／
地
方
あ
る
い
は
都
市
／
故
郷
と
い
う

〝
故
郷
喪
失
の
物
語
〟
を
支
え
る
基
盤
が
ま
る
で
最
初
か
ら
あ
っ

た
か
の
よ
う
に
後
付
け
さ
れ
る
。

　

後
の
『
青
い
馬
』
第
三
号
（
一
九
三
一
・
七
）
に
発
表
さ
れ
た

「
黒
谷
村
」
に
は
、
主
人
公
矢
車
凡
太
の
「
半
生
」
を
、「
山
岳
」

と
「
あ
の
こ
も
ご
も
と
し
た
都
会
の
雑
踏
」
と
い
う
「
二
つ
の
風

（（　　「私」の氾濫─坂口安吾「ふるさとに寄する讃歌」論
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景
」
が
「
支
配
」
し
て
お
り
、「
こ
の
二
つ
の
中
へ
雑
る
と
き
、
彼

は
た
だ
、
何
と
い
ふ
こ
と
も
な
く
確
か
に
雑
る
と
い
ふ
実
感
が
し

て
、
深
く
身
体
の
溶
け
消
え
て
ゆ
く
状
態
を
意
識
す
る
こ
と
が
出

来
る
の
で
あ
っ
た
」
と
か
「
雑
踏
に
ゐ
て
ふ
と
紛
れ
込
む
山
脈
の

映
像
は
、
恰
も
目
に
見
え
、
耳
に
冴
え
、
皮
膚
に
沁
み
る
高
い
香

気
を
持
つ
も
の
で
あ
つ
た
。
そ
れ
は
丁
度
、
使
ひ
古
し
て
疲
労
困

憊
し
た
観
念
が
、
そ
の
故ふ

る
さ
と郷

に
帰
滅
し
て
ゆ
く
か
の
や
う
な
懐
し

さ
を
持
つ
も
の
で
あ
つ
た
」（
ル
ビ
原
文
）
な
ど
の
叙
述
が
あ
る
の

で
、
中
央
／
地
方
や
都
市
／
故
郷
と
い
っ
た
枠
組
み
は
安
吾
の
テ

ク
ス
ト
に
も
適
用
で
き
そ
う
で
は
あ
る
。

　

し
た
が
っ
て
、「
東
京
」
の
後
付
け
を
そ
の
ま
ま
に
「
行
き
て

帰
り
し
物
語（1

（1
（

」
の
よ
う
に
受
け
取
る
な
ら
ば
、
加
藤
達
彦
が
し
た

よ
う
な
「「
悲
し
み
」
を
体
験
し
、「
切
迫
」
し
た
「
現
実
」
を

「
切
実
」
に
受
け
止
め
て
生
き
て
い
く
と
こ
ろ
に
安
吾
の
言
う

〈
ふ
る
さ
と
〉
が
誕
生
す
る
」
と
い
っ
た
こ
と
を
結
論
と
し
て
取

り
出
せ
る
だ
ろ
う（1

（（
（

。
し
か
し
、
あ
く
ま
で
後
付
け
で
あ
る
と
意
識

す
る
こ
と
で
、〝
故
郷
喪
失
の
物
語
〟
制
作
の
プ
ロ
セ
ス
、
故
郷

の
物
語
に
は
ど
の
よ
う
な
構
図
や
要
素
が
必
要
な
の
か
を
露
呈
さ

せ
た
批
評
性
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

テ
ク
ス
ト
に
残
さ
れ
た
叙
述
を
確
認
し
て
お
く
。「
私
」
の

「
疲
れ
」
が
、「
東
京
」
で
の
軋
轢
で
あ
る
と
し
、「
置
き
忘
れ
て

き
た
影
」
を
幻
視
し
た
「
私
」
は
、「
限
り
な
い
そ
の
傷
に
、
無

言
の
影
が
ふ
く
れ
顔
を
し
た
。
私
は
其
処
へ
戻
ら
う
と
思
つ
た
。

無
言
の
影
に
言
葉
を
与
へ
、
無
数
の
傷
に
血
を
与
へ
や
う
と
思
つ

た
」
と
決
意
表
明
す
る
。「
東
京
」
で
の
軋
轢
は
「
私
」
が
言
葉

を
発
す
る
契
機
と
な
る
の
を
待
っ
て
お
り
、「
無
言
の
影
」
と
し

て
「
ふ
く
れ
顔
」
を
し
て
い
る
。
だ
か
ら
「
無
言
の
影
に
言
葉
を

与
へ
、
無
数
の
傷
に
血
を
与
へ
や
う
と
思
つ
た
」
と
な
る
。
こ
の

枠
組
み
か
ら
読
み
直
す
と
多
種
多
様
な
言
語
表
現
に
よ
る
「
私
」

の
描
写
な
ど
は
「
姉
」
と
の
や
り
と
り
で
の
言
葉
に
し
た
が
っ

て
、「
す
べ
て
強
調
と
強
制
の
つ
く
り
も
の
」
に
過
ぎ
な
か
っ
た

と
退
け
ら
れ
る
か
の
よ
う
だ
。

　

し
か
し
、「
ふ
る
さ
と
」
に
お
い
て
も
「
私
」
は
「
風
景
で
あ

る
私
」
と
化
し
、「
す
べ
て
宇
宙
」
と
同
化
し
た
こ
と
は
ど
う
説

明
す
る
の
か
。
そ
れ
は
「
無
数
の
傷
に
血
を
与
へ
や
う
と
思
つ

た
」
に
続
く
「
虚
偽
の
泪
を
流
す
暇
は
も
う
私
に
は
与
へ
ら
れ
な

い
」
の
「
虚
偽
」
と
い
う
と
こ
ろ
で
、
は
た
し
て
処
理
さ
れ
た
の

だ
ろ
う
か
。



　

少
な
く
と
も
「
全
て
が
切
実
に
切
迫
し
て
ゐ
た
。
私
は
生
き
生

き
と
悲
し
も
う
。
私
は
榮
墳
へ
帰
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
。」

と
あ
る
よ
う
に
、「
私
」
の
目
線
は
も
う
「
東
京
」
に
向
い
て
お

り
、「
無
言
」
と
な
っ
て
い
る
状
態
に
「
言
葉
を
あ
た
へ
」
る
こ

と
を
考
え
る
の
に
忙
し
い
。「
バ
ク
ダ
ン
が
バ
ク
ダ
ン
自
身
を
粉

砕
し
た
。
傍
に
男
が
、
爽
快
な
空
に
向
か
つ
て
煙
草
の
火
を
つ
け

た
」。
こ
の
叙
述
は
、
一
体
な
ん
だ
ろ
う
か
。「
街
の
埃
」
や
「
騒

音
」、「
脂
粉
の
匂
」
と
い
っ
た
も
の
で
あ
っ
て
も
「
私
の
身
体
」

と
の
交
渉
に
お
い
て
言
葉
に
し
て
き
た
こ
れ
ま
で
の
「
私
」
と
は

違
う
「
私
」
な
の
だ
と
示
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
あ
る
い
は
、

こ
れ
ま
で
直
喩
に
隠
喩
に
擬
人
法
と
い
っ
た
言
語
表
現
を
駆
使
し

て
「
私
」
な
い
し
「
私
の
身
体
」
を
語
っ
て
き
た
事
実
を
埋
葬
す

る
か
の
よ
う
に
「
バ
ク
ダ
ン
」
を
擬
人
化
し
、
そ
れ
を
「
粉
砕
」

し
て
し
ま
っ
た
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
か
。「
私
」
の
内
部
で
完
結

し
て
き
た
言
葉
の
自
閉
性
を
突
き
破
っ
た
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う

か
。

　

色
々
に
読
み
込
め
た
と
し
て
も
、
確
実
な
の
は
「
私
」
が
こ
の

よ
う
な
「
風
景
」
に
も
は
や
関
心
を
示
し
は
し
な
い
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。
一
人
称
「
私
」
の
語
り
に
よ
っ
て
進
め
ら
れ
て
き
た
こ

の
テ
ク
ス
ト
に
あ
っ
て
は
、
も
は
や
「
ふ
る
さ
と
」
に
な
ど
言
葉

を
用
い
る
の
は
惜
し
い
と
ば
か
り
に
「
私
」
は
「
東
京
」
へ
急
い

で
い
る
。

　

だ
か
ら
こ
の
テ
ク
ス
ト
は
、
慌
た
だ
し
さ
を
隠
す
こ
と
も
な

く
、
さ
っ
さ
と
畳
ま
れ
る
。

　

私
達
は
ホ
テ
ル
の
楼
上
に
訣
別
の
食
卓
を
か
こ
ん
だ
。
街

の
灯
が
次
第
に
ふ
へ
た
。
私
は
劇
し
く
イ
ラ
イ
ラ
し
て
ゐ

た
。
姉
は
私
の
気
勢
に
呑
ま
れ
て
沈
黙
し
た
。
私
達
は
停
車

場
へ
行
つ
た
。
私
達
は
退
屈
し
て
ゐ
た
。
汽
車
が
う
ご
い

た
。
私
は
昂
奮
し
た
、
夢
中
に
帽
子
を
振
つ
た
。

　

別
れ
の
み
、
に
が
か
つ
た
。

　

細
か
く
区
切
ら
れ
た
短
文
は
、
テ
ク
ス
ト
前
半
の
よ
う
に

「
私
」
を
微
分
化
し
、
そ
こ
に
多
様
な
表
現
を
注
ぐ
た
め
で
は
な

く
、
単
に
事
実
報
告
的
な
性
格
を
付
与
す
る
た
め
に
用
い
ら
れ

る
。「
私
」
に
と
っ
て
深
く
語
る
こ
と
な
ど
何
も
な
い
の
だ
と
表

現
さ
れ
て
い
る
だ
け
だ
。「
私
」
に
と
っ
て
重
要
な
の
は
、
す
な

わ
ち
「
夢
中
」
に
な
る
必
要
が
あ
る
の
は
、「
帽
子
を
振
つ
た
」

（9　　「私」の氾濫─坂口安吾「ふるさとに寄する讃歌」論
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と
い
う
こ
と
だ
け
で
あ
る
。
こ
れ
は
「
別
れ
」
を
「
別
れ
」
と
し

て
演
出
す
る
以
外
の
も
の
で
は
な
い
。	

　

そ
し
て
こ
こ
で
も
、
あ
の
副
助
詞
「
の
み
」
が
出
現
す
る
。
遠

藤
祐
は
、
こ
の
「
の
み
」
を
「
姉
」
も
「
ふ
る
さ
と
」
も
「
た
だ

「
別
れ
」
の
時
の
に
が
さ
だ
け
で
、
ほ
か
に
は
な
に
ひ
と
つ
与
え
て

は
く
れ
な
か
っ
た
で
は
な
い
か
」
こ
と
を
示
す
「
反
語
な
い
し
は

逆
説
的
表
現
」
と
捉
え
て
い
る（1

（1
（

。
こ
の
「
の
み
」
は
、「
私
」
の

氾
濫
と
も
い
う
べ
き
事
態
や
「
す
べ
て
宇
宙
」
に
ま
で
接
続
し
得

る
描
写
の
広
が
り
を
有
し
た
叙
述
は
、「
す
べ
て
強
調
と
強
制
の

つ
く
り
も
の
」
で
し
か
な
か
っ
た
か
の
よ
う
に
テ
ク
ス
ト
に
お
け

る
重
要
性
を
削
ぎ
落
さ
れ
、
終
わ
っ
て
み
れ
ば
〝
故
郷
喪
失
の
物

語
〟
で
あ
っ
た
よ
う
に
物
語
が
組
織
さ
れ
た
こ
と
を
示
す
の
で
あ

る
。Ⅳ　

「
周
章
て
者
」
の
問
題
系

　
「
ふ
る
さ
と
に
寄
す
る
讃
歌
」
の
終
盤
は
、
急
い
で
「
私
」
の

初
期
位
置
を
「
東
京
」
で
あ
っ
た
こ
と
に
し
よ
う
と
し
、「
私
」

の
「
疲
れ
」
を
「
東
京
」
で
の
軋
轢
に
し
よ
う
と
し
、「
私
」
に

急
い
で
再
生
だ
の
別
れ
だ
の
を
経
験
さ
せ
て
、「
東
京
」
に
送
り

出
す
。
故
郷
喪
失
を
実
感
し
た
こ
と
に
よ
る
自
己
の
再
生
の
物
語

を
組
み
立
て
る
の
に
、
と
に
か
く
バ
タ
バ
タ
し
て
い
る
。

　

こ
う
し
た
テ
ク
ス
ト
の
あ
り
よ
う
に
は
、「
羽
目
を
外
し
て
乱

痴
気
騒
ぎ
を
演
ず
る
と
こ
ろ
の
愛
す
べ
き
怪
物（1

（1
（

」
と
し
て
の
フ
ァ

ル
ス
が
既
に
出
現
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。「
木
枯
の
酒
倉
か

ら
」（『
言
葉
』
創
刊
号
、
一
九
三
一
・
一
）
や
「
風
博
士
」（『
青
い

馬
』
第
二
号
、
一
九
三
一
・
六
）
と
い
っ
た
い
わ
ゆ
る
フ
ァ
ル
ス

系
列
の
初
期
テ
ク
ス
ト
は
、
す
べ
て
を
説
明
し
て
く
れ
る
よ
う
な

一
元
的
表
象
を
性
急
に
求
め
る
姿
勢
を
「
周
章
て
者
」
と
し
て
戯

画
化
し
て
い
た
と
い
う
共
通
構
造
を
持
つ（1

（1
（

。
こ
れ
ら
の
テ
ク
ス
ト

と
同
時
期
の
「
ふ
る
さ
と
に
寄
す
る
讃
歌
」
に
あ
っ
て
も
、「
周

章
て
者
」
の
問
題
系
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。

　

た
と
え
ば
故
郷
の
表
象
は
、
萩
原
朔
太
郎
や
小
林
秀
雄
ら
が

陥
っ
た
と
さ
れ
る
よ
う
な
、〈
日
本
〉
と
い
う
全
体
性
へ
の
希
求

に
通
じ
る
と
い
う
問
題
を
含
み
込
ん
で
い
る
。
個
人
的
な
郷
愁
は

良
く
も
悪
く
も
あ
っ
て
よ
い
と
し
て
も
、
そ
れ
が
〈
日
本
〉
と

い
っ
た
抽
象
的
な
観
念
へ
連
接
さ
れ
る
こ
と
に
は
相
応
の
注
意
を

払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

し
か
し
、「
ふ
る
さ
と
に
寄
す
る
讃
歌
」
で
は
そ
れ
以
前
の
問



題
と
し
て
、「
私
」
の
損
傷
の
原
因
を
「
東
京
」
で
の
軋
轢
に
す

べ
て
還
元
し
、
故
郷
喪
失
を
確
認
し
て
「
東
京
」
で
再
帰
す
る
や

る
気
を
取
り
戻
し
た
と
い
う
構
図
が
終
わ
り
に
お
い
て
急
ご
し
ら

え
に
整
え
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、〝
故
郷
喪
失
の
物
語
〟
が
個

人
の
複
雑
な
問
題
を
単
純
化
し
て
し
ま
う
こ
と
を
露
呈
し
て
み
せ

る
。〝
故
郷
喪
失
の
物
語
〟
が
、〈
日
本
〉
な
ど
の
わ
か
り
や
す
い

イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
性
を
有
す
る
以
前
の
個
人
の
問
題
に
収
ま
る
範
囲

で
あ
っ
て
も
、
そ
こ
に
は
細
部
の
雑
種
性
を
捨
象
し
て
全
体
へ
と

一
元
的
に
束
ね
て
し
ま
う
力
学
が
存
在
し
て
い
る
の
だ
。

　

あ
る
い
は
、
故
郷
な
る
も
の
が
喪
失
に
よ
っ
て
事
後
的
に
制
作

さ
れ
る
虚
構
の
構
築
物
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
の
よ
う
な
原
理

は
「
私
」
の
氾
濫
に
せ
よ
「
少
女
」
に
せ
よ
、
と
に
か
く
ほ
か
に

も
あ
る
と
い
う
こ
と
を
こ
の
テ
ク
ス
ト
は
示
し
て
し
ま
っ
て
も
い

る
。
ま
た
は
、「
私
」
の
氾
濫
に
行
き
着
く
先
を
、「
故
郷
」
と

「
ふ
る
さ
と
」
と
い
っ
た
用
語
の
使
い
わ
け
な
ど
些
細
な
問
題
で

あ
る
か
の
よ
う
に
「
す
べ
て
宇
宙
」
に
設
定
し
、「
古
い
思
ひ
出

の
匂
」
や
「
母
を
呼
ぶ
声
」
と
い
っ
た
故
郷
へ
と
通
じ
得
る
言
葉

な
ど
、
あ
く
ま
で
「
私
」
の
氾
濫
の
一
部
に
過
ぎ
な
い
か
の
よ
う

に
示
し
て
し
ま
っ
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
な
仕
方
で
、
こ
の
テ
ク
ス
ト
は
故
郷
な
る
も
の
に
ま

と
わ
り
つ
い
て
い
る
固
有
性
や
重
要
性
を
削
ぎ
落
し
、
物
語
全
体

を
統
御
す
る
力
な
ど
な
い
こ
と
を
暴
露
し
て
い
る
。

Ⅴ　

安
吾
と
「
ふ
る
さ
と
」

　

小
林
秀
雄
の
「
故
郷
を
失
つ
た
文
学
」（『
文
藝
春
秋
』
一
九
三

三
・
五
）
は（1

（1
（

、「
故
郷
の
な
い
精
神
と
い
ふ
も
の
」
を
基
盤
と
し

て
、「
事
ご
と
に
そ
の
現
れ
」
を
確
認
し
て
回
り
、「
自
然
の
美
し

さ
に
感
動
し
に
行
く
」
こ
と
を
「
日
常
観
念
的
な
焦
燥
の
一
種
の

現
れ
に
過
ぎ
な
い
」
と
し
、「
抽
象
的
な
観
念
の
美
に
酔
ふ
事
と

実
に
よ
く
似
て
ゐ
る
」
と
指
摘
し
て
み
せ
る
。
こ
こ
で
指
摘
さ
れ

た
「
焦
燥
」
と
は
、「
私
の
心
に
は
い
つ
も
も
つ
と
奇
妙
な
感
情

が
つ
き
纏
つ
て
ゐ
て
離
れ
な
い
で
ゐ
る
」
と
い
う
形
で
言
及
さ
れ

て
い
た
「
奇
妙
な
感
情
」
が
、「
東
京
に
生
れ
た
と
い
ふ
事
が
ど

う
し
て
も
合
点
で
き
な
い
」
や
「
自
分
に
は
故
郷
と
い
ふ
も
の
が

な
い
、
と
い
ふ
や
う
な
一
種
不
安
な
感
情
」
と
い
う
思
考
の
経
緯

を
辿
っ
て
、
つ
い
に
「
故
郷
の
な
い
精
神
と
い
ふ
も
の
」
に
ま
で

確
定
さ
れ
た
と
こ
ろ
に
も
認
め
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か（1

（1
（

。

　

こ
の
点
は
、「
故
郷
を
失
つ
た
文
学
」
を
「
東
京
に
生
ま
れ
つ
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つ
あ
っ
た
故
郷
喪
失
者
の
故
郷
論
を
原
点
と
す
る
大
胆
な
新
し
い

文
学
宣
言
だ
っ
た
と
言
う
事
が
で
き
る
」
と
積
極
的
に
再
評
価
し

た
渡
邊
一
民
「
故
郷
と
し
て
の
東
京
─
『
故
郷
を
失
っ
た
文

学
』
を
め
ぐ
っ
て
」（『
群
像
』
一
九
八
五
・
四
）
に
し
て
、
谷
崎

潤
一
郎
の
「『
芸
』
に
つ
い
て
」（『
改
造
』
一
九
三
三
・
四
）
へ

の
反
論
と
い
う
「
全
体
の
論
旨
か
ら
逸
脱
し
て
ま
で
も
故
郷
論
を

開
陳
し
た
と
こ
ろ
に
、
そ
う
せ
ず
に
は
い
ら
れ
な
か
っ
た
当
時
の

小
林
秀
雄
の
一
種
の
内
的
衝
動
と
い
っ
た
も
の
を
認
め
な
い
わ
け

に
は
い
く
ま
い
」
と
気
に
か
け
ら
れ
て
い
る（1

（1
（

。
こ
の
こ
と
を
よ
り

厳
し
く
突
い
た
の
が
三
浦
雅
士
で
、「
小
林
秀
雄
の
欠
点
が
顕
わ

に
な
っ
た
評
論
の
ひ
と
つ
」
と
述
べ
て（1

（1
（

、「
自
分
に
は
故
郷
が
な

い
、
そ
も
そ
も
故
郷
と
い
う
言
葉
の
意
味
が
分
か
ら
な
い
と
い
う

の
は
個
人
の
感
性
の
問
題
で
あ
る
。
そ
れ
が
そ
の
ま
ま
誰
に
で
も

当
て
は
ま
る
と
は
限
ら
な
い
。
自
分
に
は
故
郷
が
な
い
か
ら
他
人

に
も
故
郷
が
な
い
は
ず
だ
と
し
、
し
た
が
っ
て
現
代
の
文
学
は
故

郷
を
失
つ
て
い
る
と
い
う
の
で
は
、
乱
暴
と
い
う
ほ
か
な
い
論
理

の
飛
躍
で
あ
る
」
と
ま
で
述
べ
て
い
る（1

（1
（

。

　

三
浦
は
単
に
批
判
だ
け
を
述
べ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、「
こ

の
強
引
さ
が
魅
力
に
映
っ
た
の
だ
ろ
う
」
と
も
述
べ
て
い
る
の
だ

が
、
安
吾
は
小
林
秀
雄
論
で
あ
る
「
教
祖
の
文
学
」（『
新
潮
』
一

九
四
七
・
六
）
に
お
い
て
、
小
林
の
「
独
断
」
ぶ
り
と
そ
れ
に
説

得
力
を
与
え
、
読
者
を
巻
き
込
ん
で
い
く
「
教
祖
」
性
と
を
指
摘

し
て
い
た
。

　
「
ふ
る
さ
と
に
寄
す
る
讃
歌
」
は
、「
教
祖
の
文
学
」
に
先
駆
け

て
、
ま
さ
に
〝
故
郷
喪
失
の
物
語
〟
の
生
成
を
辿
り
な
が
ら
、
そ

れ
を
あ
く
ま
で
事
後
的
に
慌
て
て
制
作
す
る
と
い
う
「
周
章
て

者
」
ぶ
り
や
「
私
」
の
「
疲
れ
」
の
問
題
を
す
べ
て
故
郷
喪
失
の

確
認
に
よ
っ
て
解
決
し
た
か
の
よ
う
な
振
舞
い
に
よ
っ
て
、「
故

郷
を
失
つ
た
文
学
」
の
性
急
な
論
理
を
あ
ら
か
じ
め
批
評
し
て
し

ま
っ
て
い
る
。
あ
る
い
は
、
や
は
り
あ
く
ま
で
事
後
的
に
「
私
」

を
「
都
会
人
」
と
見
な
し
、「
私
」
の
苦
労
を
す
べ
て
「
東
京
」

の
せ
い
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
東
京
生
ま
れ
だ
ろ
う
と
地
方
出

身
者
で
あ
ろ
う
と
〝
故
郷
喪
失
の
物
語
〟
に
根
拠
を
与
え
て
し
ま

う
「
東
京
」
の
存
在
を
可
視
化
し
て
み
せ
て
い
る
。

　

三
浦
が
「
小
林
秀
雄
は
そ
の
論
理
の
飛
躍
を
糊
塗
す
る
よ
う
に
、

都
会
人
と
い
う
中
間
項
を
入
れ
て
い
る
。
現
代
の
都
会
に
住
む
人

間
に
は
故
郷
が
な
い
は
ず
だ
と
い
う
論
理
で
あ
る
。
故
郷
が
あ
る

と
思
っ
て
い
る
人
間
は
現
代
人
で
は
な
い
と
い
う
論
理
で
あ
る
」



と
述
べ
て
い
る
よ
う
に（1

11
（

、「
都
会
人
と
い
う
中
間
項
」
こ
そ
「
故

郷
を
失
つ
た
文
学
」
を
単
な
る
気
分
的
な
エ
ッ
セ
イ
で
は
な
く
、

故
郷
論
と
し
て
成
立
さ
せ
る
た
め
に
大
切
な
要
素
な
の
で
あ
る
。

　

安
吾
の
「
ふ
る
さ
と
」
を
大
き
く
取
り
上
げ
た
柄
谷
行
人
は
、

「
ふ
つ
う
「
ふ
る
さ
と
」
と
は
、
ひ
と
を
温
か
く
包
み
こ
み
安
ら

ぎ
を
与
え
る
も
の
の
こ
と
だ
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
安
吾
の

「
ふ
る
さ
と
」
は
、「
透
明
な
切
な
さ
」
の
な
か
に
あ
る
。
抽
象
的

で
イ
ン
パ
ー
ソ
ナ
ル
な
無
機
的
な
世
界
に
あ
る
」
と
し
、
安
吾
は

「
ひ
と
を
突
き
放
す
よ
う
な
あ
る
感
覚
を
「
ふ
る
さ
と
」
と
呼
ん

で
い
る
」
と
述
べ
て
い
る（1

1（
（

。
井
口
時
男
も
、「
一
般
に
「
ふ
る
さ

と
」
は
、
思
い
出
と
い
う
物
語
に
よ
っ
て
濃
密
に
塗
り
籠
ら
れ

て
、
人
を
優
し
く
抱
き
取
っ
て
く
れ
る
風
土
の
こ
と
で
あ
る
」
と

し
つ
つ
、「
だ
が
、
安
吾
の
「
ふ
る
さ
と
」
は
そ
れ
と
は
全
く
別

の
空
間
で
あ
っ
た
。
安
吾
の
「
ふ
る
さ
と
」
に
は
、
蒼
空
と
海
と

が
構
成
す
る
広
漠
た
る
空
間
を
、
た
だ
茫
々
と
風
だ
け
が
吹
き
抜

け
て
い
た
。
あ
る
い
は
そ
こ
は
、
感
情
移
入
し
よ
う
に
も
ど
こ
に

も
手
掛
り
を
見
出
せ
な
い
ほ
ど
単
調
で
空
し
い
風
景
で
あ
り
、
自

我
の
小
さ
な
物
語
は
む
し
ろ
拡
散
し
て
消
滅
せ
ざ
る
を
え
な
い
よ

う
な
場
所
で
あ
っ
た
」
と
述
べ
て
い
る（1

11
（

。

　

安
吾
の
「
ふ
る
さ
と
」
を
語
る
際
に
は
「
ふ
る
さ
と
」
一
般
と

の
偏
差
が
確
認
さ
れ
る
わ
け
だ
が
、
こ
う
し
た
傾
向
を
踏
ま
え
た

西
谷
修
は
、「
こ
れ
は
言
わ
れ
る
よ
う
に
「
特
異
」
な
考
え
な
の

だ
ろ
う
か
。
少
な
く
と
も
オ
イ
デ
ィ
プ
ス
の
た
ど
り
つ
い
た
〈
ふ

る
さ
と
〉
は
、
ま
さ
し
く
「
む
ご
た
ら
し
く
」、「
救
い
の
な
い
家

を
予
期
す
ら
も
で
き
な
い
」、「
曠
野
を
さ
迷
う
だ
け
」
の
孤
独
の

境
涯
だ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
」
と
、
安
吾
の
「
ふ
る
さ

と
」
の
独
自
性
が
自
明
視
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
疑
問
を
抱
い
て
い

る（1
11
（

。
西
谷
の
手
つ
き
は
、
安
吾
の
「
ふ
る
さ
と
」
を
異
端
の
も
の

と
し
て
特
権
化
す
る
の
で
は
な
く
、
そ
の
通
俗
的
な
一
般
性
を
指

摘
し
、「
ふ
る
さ
と
」
の
本
質
を
語
る
こ
と
に
あ
る
。

　

柄
谷
が
述
べ
た
よ
う
に
「
文
学
の
ふ
る
さ
と
」（『
現
代
文
学
』

一
九
四
一
・
七
）
が
、
自
己
を
突
き
崩
す
「
他
者
」
に
出
会
う
契

機
を
「
ふ
る
さ
と
」
と
し
て
語
っ
て
い
る
と
し
て
も
、
中
村
三
春

が
「
室
生
や
中
原
を
含
む
近
代
詩
人
の
多
く
が
書
い
た
よ
う
に
、

故
郷
に
対
し
て
屈
折
し
た
感
情
を
抱
き
、
そ
こ
に
帰
れ
な
い
こ
と

を
嘆
く
の
も
、
表
現
上
、
そ
れ
を
反
転
し
て
最
初
か
ら
「
む
ご
た

ら
し
い
こ
と
、
救
ひ
が
な
い
と
い
ふ
こ
と
、
そ
れ
だ
け
が
、
唯
一

の
救
ひ
な
の
で
あ
り
ま
す
」
な
ど
と
述
べ
る
坂
口
の
思
想
も
、
根
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源
と
し
て
の
故
郷
を
、
自
ら
そ
れ
と
の
間
の
疎
隔
に
お
い
て
措
定

し
、
措
定
し
た
上
で
そ
こ
へ
の
帰
還
の
不
可
能
性
を
認
識
す
る
点

に
お
い
て
は
同
じ
も
の
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
述
べ
る

よ
う
に
、
安
吾
の
「
ふ
る
さ
と
」
が
「
ふ
る
さ
と
」
の
一
般
論
と

大
き
く
異
な
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
い（1

11
（

。
成
田
龍
一
が
、「
故
郷

の
物
語
の
複
雑
さ
は
、
反
故
郷
の
物
語
を
含
ん
だ
か
た
ち
で
故
郷

の
物
語
が
再
生
産
さ
れ
て
い
く
と
い
う
と
こ
ろ
に
あ
る
」
と
指
摘

し
て
い
る
よ
う
に（1

11
（

、「
故
郷
」
を
美
化
し
よ
う
と
む
ご
た
ら
し
い

も
の
と
し
て
語
ろ
う
と
同
じ
こ
と
で
あ
り
、
小
林
秀
雄
の
よ
う
な

振
舞
い
で
あ
っ
て
も
「
故
郷
を
失
つ
た
文
学
」
と
否
定
的
に
故
郷

を
語
る
点
に
お
い
て
、〝
故
郷
喪
失
の
物
語
〟
の
ヴ
ァ
リ
エ
ー

シ
ョ
ン
に
数
え
ら
れ
る
。

　
「
ふ
る
さ
と
に
寄
す
る
讃
歌
」
は
、
第
一
に
〝
故
郷
喪
失
の
物

語
〟
を
支
え
る
原
理
を
「
私
」
な
い
し
「
私
の
身
体
」
や
「
一
人

の
少
女
」
に
も
指
摘
し
、
故
郷
（
喪
失
）
か
ら
物
語
の
支
配
力
を

奪
っ
て
み
せ
る
。
第
二
に
、
テ
ク
ス
ト
が
終
わ
り
に
向
か
っ
て
い

く
な
か
で
、〝
故
郷
喪
失
の
物
語
〟
の
形
成
に
と
っ
て
不
足
し
て

い
る
要
素
を
後
か
ら
慌
て
て
付
け
足
し
て
み
せ
る
こ
と
で
、
物
語

の
か
ら
く
り
を
露
呈
し
て
み
せ
て
い
る
。
第
三
に
、「
私
」
の
再

生
の
邪
魔
に
な
り
そ
う
な
「
私
」
の
氾
濫
ぶ
り
は
、
す
べ
て
「
東

京
」
の
せ
い
に
さ
れ
、「
ふ
る
さ
と
」
に
お
い
て
の
「
私
」
の
氾

濫
は
「
死
」
へ
の
恐
怖
心
と
い
っ
た
一
般
論
で
性
急
に
蓋
を
さ
れ

て
し
ま
う
こ
と
で
、
物
語
の
形
成
に
と
っ
て
不
要
な
も
の
が
強
引

に
意
味
づ
け
ら
れ
、
排
除
さ
れ
る
暴
力
性
を
指
し
示
し
て
い
る
。

　

総
じ
て
、
故
郷
を
讃
美
す
る
の
で
も
反
発
す
る
の
で
も
な
く
、

〝
故
郷
喪
失
の
物
語
〟
を
組
み
立
て
よ
う
と
し
な
が
ら
も
、
そ
の

決
し
て
上
手
と
は
言
え
な
い
慌
た
だ
し
さ
こ
そ
が
、
批
評
が
困
難

な
物
語
を
翻
弄
し
、
批
評
的
な
距
離
の
確
保
す
る
の
で
あ
る
。

　

安
吾
の
テ
ク
ス
ト
を
読
む
上
で
大
切
な
こ
と
と
は
、
批
評
性
の

矛
先
が
テ
ク
ス
ト
を
支
え
る
原
理
そ
の
も
の
に
も
差
し
向
け
ら
れ

る
よ
う
な
自
己
解
体
的
な
構
造
を
凝
視
す
る
こ
と
で
あ
る
。
安
吾

の
作
家
像
が
作
家
論
的
に
も
テ
ク
ス
ト
論
的
に
も
批
評
性
を
有
し

て
い
る
こ
と
自
体
は
疑
わ
れ
て
い
な
い
ど
こ
ろ
か
強
化
さ
れ
て
い

る
現
在
に
お
い
て
、
必
要
な
の
は
テ
ク
ス
ト
そ
の
も
の
を
複
数
の

言
葉
の
錯
綜
体
と
し
て
把
握
し
、
そ
れ
ら
が
癒
着
し
た
り
、
統
合

さ
れ
た
り
、
矛
盾
を
き
た
し
た
り
、
消
去
さ
れ
た
り
す
る
瞬
間
を

見
定
め
な
が
ら
の
読
解
を
試
み
て
い
く
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
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に
つ
い
て
の
考
察
─
不

安
定
な
身
体
を
め
ぐ
っ
て
」（『
学
習
院
大
学
国
語
国
文
学
会
誌
』

第
三
九
号
、
一
九
九
六
・
三
）。

（
（
）
西
谷
修
「
ふ
る
さ
と
、
ま
た
は
ソ
ラ
リ
ス
の
海
」（『
戦
争
論
』
一

九
九
二
、
岩
波
書
店
）、
引
用
は
講
談
社
学
術
文
庫
版
（
一
九
九

八
）、
一
四
五
ペ
ー
ジ
。

（
6
）
丹
生
谷
貴
志
「
帆
影
と
豚
」（
文
藝
別
冊
『
坂
口
安
吾
─
風
と
光

と
戦
争
と
』
二
〇
一
三
・
九
）。

（
（
）
加
藤
達
彦
「〈
ふ
る
さ
と
〉
の
生
成
過
程
─
坂
口
安
吾
「
ふ
る
さ

と
に
寄
す
る
讃
歌
」
論
」（『
日
本
文
芸
論
叢
』
第
一
二
号
、
一
九

九
八
・
三
）。

（
8
）
遠
藤
祐
「
坂
口
安
吾
「
ふ
る
さ
と
に
寄
す
る
讃
歌
」」（『
解
釈
と
鑑

賞
』
一
九
七
八
・
四
）。

（
9
）
原
卓
史
「
坂
口
安
吾
と
新
潟
─
家
・
故
郷
・
新
潟
」（『
解
釈
と
鑑

賞
』
二
〇
〇
六
・
一
一
）。
原
が
指
摘
す
る
通
り
、「
ふ
る
さ
と
に

寄
す
る
讃
歌
」
に
は
「
新
潟
」
と
い
う
言
葉
は
登
場
し
な
い
。
そ

し
て
こ
れ
も
ま
た
原
が
述
べ
る
通
り
、
テ
ク
ス
ト
本
文
に
あ
る

「
北
国
の
港
町
」
や
「
天
宗
教
寺
院
」、「
ポ
プ
ラ
ア
の
杜
」
な
ど

は
、「
新
潟
」
が
舞
台
で
あ
る
こ
と
が
は
っ
き
り
し
て
い
る
『
吹
雪

物
語
』（
一
九
三
八
、
竹
村
書
房
）
の
書
か
れ
方
と
一
致
し
、
自
伝

的
小
説
と
さ
れ
る
「
石
の
思
ひ
」（『
光
』
一
九
四
六
・
一
一
）
の

よ
う
な
テ
ク
ス
ト
な
ど
を
参
照
す
れ
ば
、「
ふ
る
さ
と
に
寄
す
る
讃

歌
」
の
舞
台
を
「
新
潟
」
と
指
摘
す
る
こ
と
は
で
き
る
。

（
10
）
瀬
田
貞
二
「
行
き
て
帰
り
し
物
語
」（『
幼
い
子
の
文
学
』
一
九
八

〇
、
中
公
新
書
）。
瀬
田
は
「
幼
い
、
い
ち
ば
ん
年
下
の
子
ど
も
た

ち
が
喜
ぶ
お
話
に
は
、
一
つ
の
形
式
と
い
う
か
、
ご
く
単
純
な
構

造
上
の
パ
タ
ー
ン
が
あ
る
ん
じ
ゃ
な
か
ろ
う
か
と
い
う
こ
と
を
、

こ
の
あ
い
だ
う
ち
か
ら
だ
い
ぶ
考
え
て
い
た
も
ん
で
す
か
ら
、
今

日
は
そ
の
こ
と
を
話
し
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。
で
、
そ
の
構
造

上
の
パ
タ
ー
ン
と
い
う
の
は
、「
行
っ
て
帰
る
」
と
い
う
こ
と
に
つ

き
る
の
で
は
な
い
か
、
そ
れ
が
ぼ
く
が
立
て
た
仮
説
な
ん
で
す
」

（
六
ペ
ー
ジ
）
と
述
べ
て
い
る
。

（
11
）
加
藤
前
掲
論
。

（
1（
）
遠
藤
前
掲
論
。

（
13
）
安
吾
「
F
A
R
C
E
に
就
て
」（『
青
い
馬
』
第
五
号
、
一
九
三

二
・
三
）。

（
14
）
拙
論
「
坂
口
安
吾
の
〈
武
蔵
野
〉
─
「
木
枯
の
酒
倉
か
ら
」
を

読
む
」（
土
屋
忍
編
『
武
蔵
野
文
化
を
学
ぶ
人
の
た
め
に
』
二
〇
一

四
、
世
界
思
想
社
）、
拙
論
「
坂
口
安
吾
の
「
周
章
て
者
」
再
考

─
「
風
博
士
」
論
」（『
日
本
近
代
文
学
会
北
海
道
支
部
会
報
』

第
一
八
号
、
二
〇
一
五
・
五
）。

8（　　「私」の氾濫─坂口安吾「ふるさとに寄する讃歌」論
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（
1（
）
引
用
は
、『
小
林
秀
雄
全
集
』
第
二
巻
（
二
〇
〇
一
、
新
潮
社
）
に

拠
り
、
旧
字
は
新
字
に
改
め
た
。

（
16
）「
故
郷
を
失
つ
た
文
学
」
以
前
の
小
林
の
テ
ク
ス
ト
か
ら
は
、「
何

と
も
知
れ
ぬ
不
安
が
、
マ
ル
ク
ス
主
義
イ
デ
オ
ロ
ギ
イ
に
吾
が
身

も
か
へ
り
み
ず
飛
び
つ
い
て
安
堵
す
る
多
く
の
人
々
を
生
む
始
末

と
な
る
の
で
あ
る
」（「
近
頃
感
想
」、『
読
売
新
聞
』
朝
刊
、
一
九

三
〇
・
一
一
・
二
六
／
二
八
〜
二
九
）
や
「
新
事
実
を
追
ふ
私
達

の
疲
れ
た
眼
に
は
、
事
実
の
色
彩
は
重
畳
し
、
輪
郭
は
交
錯
し
、

何
一
つ
定
か
な
も
の
は
な
い
。
わ
づ
か
の
暇
を
ぬ
す
み
、
眼
を
閉

ぢ
て
、
静
思
し
よ
う
と
す
れ
ば
、
雑
然
た
る
思
索
の
波
は
思
索
の

上
に
ど
う
し
や
う
も
な
い
矛
盾
を
齎
す
。
矛
盾
を
感
じ
な
い
知
識

人
は
馬
鹿
か
嘘
つ
き
に
限
ら
れ
て
ゐ
る
」（「
現
代
文
学
の
不
安
」、

『
改
造
』
一
九
三
二
・
六
）
の
よ
う
に
、「
矛
盾
」
や
「
不
安
」
を

わ
か
り
や
す
い
言
葉
で
解
消
し
て
し
ま
う
「
周
章
て
者
」
の
問
題

系
を
確
認
す
る
こ
と
は
で
き
る
。
と
は
い
え
、「
故
郷
を
失
つ
た
精

神
」
に
よ
っ
て
、
小
林
は
自
己
の
「
不
安
」
を
解
消
し
、
立
ち
位

置
を
確
立
で
き
て
し
ま
っ
た
。
安
吾
は
「
後
記
に
か
へ
て
」（『
教

祖
の
文
学
』
一
九
四
八
・
四
、
草
野
書
房
）
に
お
い
て
、「
似
て
、

似
き
れ
な
い
、
そ
う
い
ふ
違
い
が
、
教
祖
の
文
学
と
い
ふ
も
の
を

書
か
せ
た
の
だ
ら
う
」
と
述
べ
て
い
た
が
、
安
吾
と
小
林
と
を
結

ぶ
線
と
し
て
「
周
章
て
者
」
が
考
え
ら
れ
る
。

（
1（
）
引
用
は
、
渡
邊
一
民
「
故
郷
喪
失
─
大
岡
昇
平
『
幼
年
』『
少

年
』」（『
故
郷
論
』
一
九
九
二
、
筑
摩
書
房
）、
四
〜
五
ペ
ー
ジ
。

渡
邊
は
「
故
郷
を
失
つ
た
文
学
」
に
つ
い
て
、「
近
代
が
避
け
て
と

お
る
こ
と
の
で
き
な
い
お
お
く
の
今
日
的
問
題
を
孕
ん
で
い
た
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
後
の
時
代
の
急
激
な
変
化
と
い
う
こ
と
も

あ
っ
て
、
ほ
と
ん
ど
取
り
あ
げ
ら
れ
る
こ
と
も
な
く
打
ち
棄
て
ら

れ
た
ま
ま
近
年
に
立
ち
い
た
っ
た
。
戦
後
の
東
京
の
メ
ガ
ロ
ポ
リ

ス
化
に
と
も
な
い
「
東
京
人
」
の
人
口
が
飛
躍
的
に
増
大
し
た
こ

と
を
考
え
る
と
、
奥
野
健
男
の
『
文
学
に
お
け
る
原
風
景
』
を
の

ぞ
け
ば
、「
故
郷
を
失
つ
た
文
学
」
の
問
題
提
起
に
こ
た
え
る
見
る

べ
き
故
郷
論
の
出
な
か
っ
た
こ
と
の
ほ
う
が
む
し
ろ
不
思
議
で
あ

り
、
怠
慢
と
非
難
さ
れ
て
も
弁
解
の
余
地
は
ま
ず
あ
る
ま
い
」
と

述
べ
て
い
る
。

（
18
）
三
浦
雅
士
「
教
養
の
幻
想
」（『
青
春
の
終
焉
』
二
〇
〇
一
、
講
談

社
）、
三
二
五
ペ
ー
ジ
。

（
19
）
同
書
、
三
二
七
ペ
ー
ジ
。

（
（0
）
同
書
、
三
二
七
ペ
ー
ジ
。

（
（1
）
柄
谷
行
人
「『
日
本
文
化
私
観
』
論
」（『
坂
口
安
吾
と
中
上
健
次
』

一
九
九
六
、
太
田
出
版
）、
引
用
は
講
談
社
文
芸
文
庫
版
（
二
〇
〇

六
）、
二
二
ペ
ー
ジ
。

（
（（
）
井
口
時
男
「
物
語
が
壊
れ
る
と
き
─
坂
口
安
吾
と
小
林
秀
雄
」

（『
物
語
論
／
破
局
論
』
一
九
八
七
、
論
創
社
）、
一
一
五
ペ
ー
ジ
。

（
（3
）
西
谷
前
掲
書
、
一
四
三
〜
一
四
四
ペ
ー
ジ
。

（
（4
）
中
村
三
春
「
故
郷　

異
郷　

虚
構
─
「
故
郷
を
失
つ
た
文
学
」

の
問
題
」（『
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
機
構
２
』
二
〇
一
五
、
ひ
つ
じ
書

房
）、
一
五
二
ペ
ー
ジ
。

（
（（
）
成
田
龍
一
「
都
市
空
間
と
「
故
郷
」」（
成
田
龍
一
・
藤
井
淑
禎
・



安
井
眞
奈
美
・
内
田
隆
三
・
岩
田
重
則
『
故
郷
の
喪
失
と
再
生
』

二
〇
〇
〇
、
青
弓
社
）、
三
〇
〜
三
一
ペ
ー
ジ
。

＊
坂
口
安
吾
の
テ
ク
ス
ト
の
引
用
は
、
す
べ
て
『
坂
口
安
吾
全
集
』（
一

九
九
八
〜
二
〇
一
二
、
筑
摩
書
房
）
に
拠
っ
た
。
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