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― Abstract ― 46

 The purpose of this paper is to illustrate how imagination was defined by the literature of it’s 
time.
 Previous research portrays Takehiko Fukunaga’s Boukyaku no Kawa (The Lethe) as a polyphonic 
novel and questions its universal theme of life, love and sin. However, it has overlooked the problem 
that Boukyaku no Kawa shows suicide of past lovers as a “love story”. Therefore, this paper argues, 
that Boukyaku no Kawa is a self-affirming story of the protagonist “Fujishiro” and a monologue text 
to construct “Fujishiro’s identity”.
 Takehiko Fukunaga, the author of Boukyaku no Kawa created works, which readers of that 
particular time expected to read. For that reason, this paper focus on the story type called jun-ai 
(In this context, jun-ai include pure love, pure relationship, and it is based on emotional intimacy 
without any physical contacts) which was a trend at the same time as Boukyaku no Kawa Michiko 
Ôshima and Makoto Kôno’s Ai to Shi wo mitsumete (Staring at Love and Death) was also published 
in December 1963, at the same time as Boukyaku no Kawa. During Japan’ high growth period in 1964, 
this book became a best seller with over one million copies, causing a jun-ai boom. 
 The characteristic of a jun-ai story is to build an identity that is accepted by those intimately 
close to them despite their awareness of their irrationality. Boukyaku no Kawa tried to represent an 
identity through jun-ai, as a contemporary romance in the 1960's, not a guilty conscience due to past 
unfortunate events. 
 In general, the story of jun-ai is about overcome misfortune, obstacles and conflict inspire readers’ 
emotions. It must pay attention to the jun-ai story, such as acceptance of unreasonable circumstances 
and dedicate attitude toward lover, to play a part in the formation of romantic love ideology.
 As previous research has examined, certainly Boukyaku no Kawa can be read like any story of 
the universal theme “How to live life”. However, this paper highlights a different aspect, namely this 
story connects with the contemporary context of how to live in a society which developed rapidly 
and encompassed irrationality. Also it aims to prove that Boukyaku no Kawa shows the methods and 
problems of telling and constructing the identity of jun-ai. Even in modern times, the story type of 
jun-ai is aimed at self-approval by talking about intimate two-part relationships of being loved. Thus, 
this paper concludes that the story type of Boukyaku no Kawa is important considering the problem 
of identity in the modern age from 1960, which is known as Japan’s high-growth period.

Comparison of Takehiko Fukunaga’s Boukyaku no Kawa and 
jun-ai boom in 1960’s.

Kinoshita Kota



47

《
公
募
論
文
》福

永
武
彦 『
忘
却
の
河
』 

と
1
9
6
0
年
代
の
純
愛
ブ
ー
ム
と
の
比
較

木

下

幸

太　

一
、
問
題
設
定

　
『
忘
却
の
河
』（
一
九
六
三
・
三
～
五
）1

は
『
草
の
花
』
に
並
ん
で
永
く
読
ま
れ

て
き
た
福
永
武
彦
の
長
編
小
説
で
あ
る
。

　

こ
の
小
説
は
「
藤
代
家
」
と
い
う
家
族
た
ち
が
過
去
を
問
い
直
す
こ
と
で
、
ア

イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
再
構
築
す
る
物
語
で
あ
る
。「
藤
代
家
」
の
人
間
は
他
人
に
明

か
せ
な
い
秘
密
や
不
安
が
あ
る
。「
藤
代
」
は
養
家
に
引
き
取
ら
れ
た
経
歴
を
持

つ
が
幼
少
期
に
実
母
か
ら
愛
さ
れ
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
不
安
、
自
身

の
不
誠
実
が
原
因
で
過
去
の
恋
人
が
自
殺
し
た
こ
と
、
友
人
が
戦
死
し
た
戦
争
時

の
体
験
な
ど
か
ら
生
じ
た
複
合
的
な
罪
障
意
識
が
現
在
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を

不
安
定
に
す
る
。
ま
た
、「
藤
代
」
の
妻
で
あ
る
「
ゆ
き
」
は
病
床
で
、「
藤
代
」

が
不
在
で
あ
っ
た
戦
争
中
に
「
呉
」
と
い
う
若
い
男
と
の
恋
愛
を
想
起
す
る
。
そ

し
て
、
二
人
の
娘
「
美
佐
子
」
と
「
香
代
子
」
は
藤
代
家
の
人
間
で
は
な
く
、
本

当
の
親
が
別
に
い
る
の
で
は
な
い
か
、
藤
代
家
の
親
か
ら
愛
さ
れ
て
い
る
の
か
と

い
っ
た
不
安
を
語
る
。
こ
れ
ら
の
問
題
が
各
当
事
者
の
視
点
か
ら
語
ら
れ
、
最
終

的
に
一
つ
の
結
末
へ
と
収
斂
す
る
群
像
小
説
と
な
っ
て
い
る
。

　

登
場
人
物
た
ち
の
半
生
に
つ
い
て
の
葛
藤
が
語
ら
れ
る
た
め
、『
忘
却
の
河
』
は

人
の
生
に
か
か
わ
る
抽
象
的
な
主
題
を
扱
っ
た
物
語
で
あ
る
と
、
こ
れ
ま
で
評
さ

れ
て
き
た
。
た
と
え
ば
、
篠
田
一
士2

は
「
人
生
い
か
に
生
く
べ
き
か
、
あ
る
い

は
、
人
生
と
は
な
に
か
、
と
い
う
問
題
を
烈
し
く
問
い
か
け
る
こ
と
に
な
る
」
と

述
べ
る
。

　

ま
た
、
先
行
研
究
は
福
永
武
彦
の
諸
テ
ク
ス
ト
に
散
見
さ
れ
る
〈
愛
〉
や
〈
死
〉

と
い
っ
た
観
念
が
主
題
と
な
っ
て
い
る
こ
と3

を
『
忘
却
の
河
』
に
も
見
出
す
。

た
と
え
ば
、
栗
坪
良
樹4

は
「
こ
の
大
き
な
告
白
の
流
れ
の
主
題
と
す
る
と
こ
ろ

は
、
他
に
対
し
て
は
〈
愛
〉
で
あ
り
、
自
ら
に
対
し
て
は
〈
死
〉
で
あ
る
」
と
評

し
、
首
藤
基
澄5

は
、
第
一
章
で
は
「
恋
愛
を
原
体
験
と
し
た
者
の
罪
の
意
識
が

執
拗
に
追
求
さ
れ
」、
第
七
章
で
は
「
現
実
に
足
を
踏
ま
え
た
認
識
の
主
体
を
形

成
し
て
い
る
」6

と
述
べ
る
。
近
年
の
研
究
で
も
栗
坪
や
首
藤
の
枠
組
み
は
踏
襲

さ
れ
る7

。
西
岡
亜
紀8

は
「
過
去
を
あ
り
の
ま
ま
に
引
き
受
け
る
こ
と
に
よ
っ

て
罪
に
向
き
合
い
本
質
的
な
意
味
で
の
贖
い
を
見
出
し
、
ゆ
る
し
の
出
発
点
を
見

出
し
」
て
い
る
と
述
べ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、〈
忘
却
／
記
憶
〉
と
い
う
枠
組
み

で
「
藤
代
」
が
い
か
に
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
ど
う
確
認
す
る
の
か
と
い
う
問
い

に
直
面
す
る
物
語
と
し
て
了
解
さ
れ
て
い
た
。

　
『
忘
却
の
河
』
の
特
徴
は
「
藤
代
」
個
人

4

4

と
藤
代
家4

の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
同

時
に
再
確
認
す
る
こ
と
だ
。
抽
象
的
な
主
題
で
執
筆
す
る
に
あ
た
り
、
福
永
武
彦
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の
後
記9で
は
「
各
章
が
主
人
公
を
異
に
し
従
っ
て
視
点
も
異
に
す
る
が
、
全
編

を
通
じ
て
主
題
は
時
間
と
共
に
徐
々
に
進
展
す
る
」「
連
作
的
な
長
編
」
に
仕
上
げ

よ
う
と
し
た
と
述
べ
る
。
最
終
章
で
あ
る
第
七
章
に
お
い
て
「
藤
代
」
は
、
こ
れ

ま
で
作
中
で
語
り
続
け
た
過
去
の
出
来
事
の
記
憶
に
折
り
合
い
を
つ
け
、
家
族
と

の
和
解
を
果
た
す
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
で
の
和
解
、
つ
ま
り
家
族
間
に
お
け
る
情

緒
的
紐
帯
（
＝
絆
）
の
再
確
認
は
、「
藤
代
」
が
自
身
の
ト
ラ
ウ
マ
的
な
記
憶
を
語

り
直
す
こ
と
で
可
能
と
な
る
。
つ
ま
り
、「
藤
代
」
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
確
立
の

物
語
が
主
軸
と
し
て
語
ら
れ
、
副
次
的
に
家
族
同
士
の
絆
を
再
発
見
し
、
フ
ァ
ミ

リ
ー
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
再
確
認
す
る
物
語
が
組
み
込
ま
れ
る
。

　

先
行
研
究
が
検
討
し
た
よ
う
に
、
確
か
に
主
題
と
そ
れ
を
展
開
さ
せ
る
テ
ク
ス

ト
の
構
成
は
計
算
さ
れ
た
も
の10

で
あ
る
が
、
本
論
で
は
先
行
研
究
が
称
賛
す
る

高
い
〈
構
築
性
〉
と
そ
れ
か
ら
生
じ
る
テ
ク
ス
ト
の
有
す
る
読
み
の
〈
志
向
性
〉

に
注
意
す
る
。

　

そ
も
そ
も
、
評
価
さ
れ
た
構
築
性
の
高
さ
は
、
そ
の
ま
ま
批
判
の
理
由
に
な
る
。

た
と
え
ば
、 

林
房
雄11

の 

「
念
の
入
っ
た
小
説
に
は
ち
が
い
な
い
が
出
来
す
ぎ
た

推
理
小
説
め
い
て
、
結
論
を
無
理
や
り
押
し
つ
け
ら
れ
た
読
後
感
が
の
こ
る
」
と

い
う
指
摘
や
、 

谷
長
茂12

の
「
お
膳
立
て
が
類
型
的
な
の
に
失
望
し
た
」、 「
何
も

か
も
書
き
こ
ん
だ
模
範
解
答
の
よ
う
な
作
品
」 

と
い
う
指
摘
は
第
一
章
へ
の
も
の

だ
が
、 

全
体
を
通
し
て 

「
結
論
を
無
理
や
り
押
し
つ
け
ら
れ
た
読
後
感
」 
は
生
じ

る
。

　

二
つ
の
例
を
挙
げ
よ
う
。
ま
ず
、
第
七
章
で
の
「
藤
代
」
と
そ
の
娘
「
香
代

子
」
が
和
解
す
る
場
面
を
確
認
す
る
。
終
始 

「
香
代
子
」 

に
取
り
つ
い
た
実
父
が 

「
藤
代
」 

で
は
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
不
安
は
、 「
藤
代
」 

の
一
言
で
解
消
さ

れ
る
。

　

馬
鹿
だ
な
あ
お
前
は
、
と
言
っ
て
私
は
笑
い
出
し
た
。
ま
っ
た
く
馬
鹿

者
だ
よ
。
お
前
の
顔
を
鏡
で
よ
く
見
て
御
覧
。
お
前
は
確
か
に
母
親
似
だ

が
、
そ
の
お
で
こ
の
と
こ
ろ
と
か
、
顎
の
し
ゃ
く
れ
て
い
る
と
こ
ろ
な
ん

か
、
私
に
そ
っ
く
り
じ
ゃ
な
い
か
。
香
代
子
も
釣
ら
れ
て
笑
い
出
し
た
。
鏡

は
し
ょ
っ
ち
ゅ
う
見
ま
す
、
で
も
パ
パ
み
た
い
に
変
な
顔
じ
ゃ
な
い
わ
よ
。

　

私
と
香
代
子
と
の
間
は
、
こ
の
よ
う
な
や
り
と
り
が
あ
っ
て
か
ら
眼
に
見

え
て
親
し
く
な
っ
た
。

　

は
た
し
て
、「
香
代
子
」
は
本
当
に
「
藤
代
」
の
娘
な
の
か
は
テ
ク
ス
ト
か
ら
は

分
か
ら
な
い
。
両
者
の
関
係
は
引
用
の
よ
う
に
、「
藤
代
」
の
言
葉
が
想
像
的
に
保

障
す
る
に
過
ぎ
な
い
。
次
に
引
用
す
る
場
面
も
同
じ
く
想
像
的
な
関
係
を
保
障
す

る
場
面
だ
。
過
去
の
恋
人
「
看
護
婦
」
の
自
殺
と
い
う
出
来
事
に
囚
わ
れ
て
い
る

「
藤
代
」
が
解
釈
を
変
え
る
。

　

あ
の
頂
き
に
立
っ
て
、
今
こ
の
世
か
ら
別
れ
て
行
く
と
決
心
し
た
時
に
、

彼
女
の
意
識
の
な
か
に
ど
の
よ
う
な
面
影
が
浮
ん
だ
だ
ろ
う
か
。
あ
の
や
さ

し
い
娘
は
最
後
に
何
と
叫
ん
だ
の
だ
ろ
う
か
。
私
は
そ
れ
を
知
ら
な
い
。
私

は
そ
れ
を
永
遠
に
知
る
こ
と
は
な
い
。
断
崖
の
頂
き
に
あ
っ
て
、
彼
は
恐
怖

に
怯
え
、
身
を
す
さ
っ
て
逃
れ
去
っ
た
。
彼
は
眼
の
下
は
る
か
に
渦
巻
く
怒

濤
を
見
て
、
自
分
が
と
う
て
い
飛
び
込
む
こ
と
の
出
来
な
い
臆
病
者
で
あ
る

こ
と
を
知
っ
た
。
し
か
し
彼
女
は
死
ぬ
こ
と
に
よ
っ
て
彼
女
の
愛
を
証
明
し

た
。�

（
傍
線
引
用
者
、
以
下
同
様
）

　

こ
の
「
看
護
婦
」
の
自
殺
に
対
す
る
解
釈
に
は
注
意
し
た
い
。
な
ぜ
な
ら
、
作

中
で
は
「
看
護
婦
」
の
母
か
ら
の
「
身
籠
っ
た
の
を
恥
じ
た
」（
第
一
章
）
こ
と
に

よ
っ
て
飛
び
降
り
た
と
い
う
伝
聞
で
し
か
「
藤
代
」
は
事
情
を
察
し
え
な
い
。

　

そ
も
そ
も
、
第
七
章
の
「
藤
代
」
の
語
り
で
は
自
殺
を
巡
っ
て
矛
盾
が
生
じ
て
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い
る
。
先
の
引
用
の
以
前
に
「
香
代
子
」
が
失
踪
し
、
ど
こ
か
で
自
殺
を
図
る
の

で
は
な
い
か
と
「
藤
代
」
が
憂
慮
す
る
場
面
が
あ
る
。

　

人
は
確
か
な
原
因
が
あ
る
か
ら
自
殺
す
る
と
は
限
ら
な
い
。
人
は
時
々
、

自
分
で
自
分
を
殺
し
た
く
な
る
よ
う
な
気
味
の
悪
い
誘
惑
に
駆
ら
れ
る
こ
と

が
あ
る
。
し
か
も
香
代
子
の
場
合
、
原
因
が
な
い
と
言
い
切
れ
る
だ
ろ
う
か
。

人
は
み
な
そ
れ
ぞ
れ
に
何
等
か
の
原
因
を
隠
し
持
っ
て
い
る
か
も
し
れ
ず
、

香
代
子
に
し
て
も
あ
の
子
だ
け
の
原
因
を
持
っ
て
い
な
い
と
は
限
ら
な
い
の

だ
。

　

こ
の
よ
う
に
、『
忘
却
の
河
』
は
自
殺
と
い
う
出
来
事
を
当
事
者
に
し
か
〈
意
味

は
語
れ
な
い
〉
と
も
、〈
愛
を
証
明
し
た
物
語
〉
と
も
語
る
と
い
う
矛
盾
が
生
じ

る
。

　

こ
の
よ
う
な
矛
盾
か
ら
は
『
忘
却
の
河
』
と
い
う
テ
ク
ス
ト
に
は
、「
藤
代
」
の

語
り
を
通
し
て
表
象
し
た
い
物
語
と
、
語
ら
ず
に
忘
却
し
た
い
物
語
と
の
選
別
が

な
さ
れ
て
い
る
と
想
定
で
き
る
。

　

つ
ま
り
、『
忘
却
の
河
』
に
は
〈
愛
の
物
語
〉
と
読
ま
せ
る
志
向
性
が
あ
る
。
高

い
構
築
性
に
よ
っ
て
、
家
族
や
他
者
と
の
親
密
性
（
＝
愛
）
の
物
語
を
表
象
す
る

一
方
で
、
具
体
的
な
事
物
の
描
写
な
し
に
登
場
人
物
の
想
像
力
で
謎
の
解
明
を
行

う
な
ど
、
具
体
性
を
欠
い
て
結
末
へ
向
か
う
た
め
「
結
論
を
無
理
や
り
押
し
つ
け

ら
れ
た
読
後
感
」
が
生
じ
る
。
要
す
る
に
『
忘
却
の
河
』
は
結
論
あ
り
き
の
展
開

を
す
る
テ
ク
ス
ト
に
な
っ
て
お
り
、「
藤
代
」
は
過
去
を
〈
愛
の
物
語
〉
と
し
て
語

り
直
し
た
た
め
に
矛
盾
が
生
じ
る
の
だ
。

　
『
忘
却
の
河
』
の
高
い
〈
構
築
性
〉
と
〈
志
向
性
〉
に
よ
っ
て
、
矛
盾
が
あ
る

に
も
か
か
わ
ら
ず
他
者
の
〈
死
の
出
来
事
〉
を
〈
愛
の
物
語
〉
と
し
て
表
象
す
る

こ
と
を
先
行
研
究
は
看
過
す
る
。
こ
の
看
過
は
お
そ
ら
く
、
テ
ク
ス
ト
の
戦
略
的

な
形
式
だ
け
で
は
な
く
、
物
語
が
援
用
す
る
想
像
力
に
よ
っ
て
可
能
と
な
る
。
こ

れ
ま
で
、『
忘
却
の
河
』
と
先
行
研
究
は
あ
る
想
像
力
を
共
有
し
て
き
た
こ
と
で
、

〈
構
築
性
〉
の
矛
盾
を
看
過
し
得
た
の
で
は
な
い
か
。

　

な
ら
ば
、『
忘
却
の
河
』
は
〈
愛
の
物
語
〉
を
ど
の
よ
う
に
し
て
表
象
す
る
の

か
。
本
論
で
は
一
九
六
〇
年
代
、
ど
の
よ
う
に
文
学
テ
ク
ス
ト
に
お
い
て
〈
愛
〉

と
い
う
想
像
力
が
活
用
さ
れ
た
の
か
、『
忘
却
の
河
』
を
例
に
し
て
考
察
す
る
。

二
、〈
父
〉 

の
物
語
を
め
ぐ
っ
て

　

そ
も
そ
も
、
な
ぜ
『
忘
却
の
河
』
で
「
藤
代
」
は
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
問
う
の

か
。
こ
れ
ま
で
の
批
評
を
確
認
す
る
と
『
忘
却
の
河
』
の
よ
う
に
ア
イ
デ
ン
テ
ィ

テ
ィ
を
問
う
テ
ク
ス
ト
が
同
時
期
に
多
く
発
表
さ
れ
た
こ
と
が
分
か
る
。

　

一
九
六
〇
年
代
に
お
い
て
、
文
学
テ
ク
ス
ト
の
登
場
人
物
が
ア
イ
デ
ン
テ
ィ

テ
ィ
を
確
認
す
る
際
に
参
照
す
る
は
ず
の
〈
超
越
的
価
値
基
準
〉
の
崩
壊
が
指
摘

さ
れ
る
。
そ
の
一
例
と
し
て
〈
家
〉
の
機
能
不
全
が
挙
げ
ら
れ
る
。
江
藤
淳
『
成

熟
と
喪
失
』13

で
は
『
忘
却
の
河
』
と
同
時
期
の
小
説
で
あ
る
安
岡
章
太
郎
「
海

辺
の
光
景
」（『
群
像
』・
一
九
五
九
）、
小
島
信
夫
『
抱
擁
家
族
』（『
群
像
』・
一

九
六
五
）
な
ど
か
ら
〈
家
族
〉
の
機
能
不
全
を
指
摘
す
る
。
成
熟
を
拒
否
し
擬
似

的
な
母
子
密
着
を
妻
に
求
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
戦
後
日
本
の
状
況
を
江
藤
は
批

評
し
、
敗
戦
後
の
「
近
代
日
本
に
お
け
る
「
母
」
の
イ
メ
イ
ジ
の
増
大
は
、
お
そ

ら
く
「
父
」
の
イ
メ
イ
ジ
の
稀
薄
化
と
逆
比
例
し
て
い
る
」
と
述
べ
る
。
息
子
に

と
っ
て
「
母
」
と
は
「
自
然
」
＝
帰
る
べ
き
場
所
＝
「
家
」
の
イ
メ
ー
ジ
で
あ
る
。

こ
の
「
母
」
と
の
密
着
は
、
息
子
が
成
熟
し
た
後
、
個
人
形
成
の
モ
デ
ル
と
し
て

想
定
さ
れ
る
「
父
」
の
イ
メ
ー
ジ
の
稀
薄
化
の
裏
返
し
た
結
果
だ
。

　

江
藤
の
批
評
を
踏
ま
え
、
佐
藤
泉14

は
敗
戦
後
と
は
「
帰
属
す
る
べ
き
全
体
を

失
っ
た
個
が
寄
る
辺
な
く
漂
流
す
る
こ
と
に
な
る
時
代
で
あ
り
、
こ
れ
は
容
易
に
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全
体
・
秩
序
の
再
構
築
の
語
り
を
引
き
寄
せ
る
」
と
述
べ
る
。
こ
の
議
論
を
踏
ま

え
れ
ば
、『
忘
却
の
河
』
は
「
藤
代
」
と
い
う
〈
父
〉
が
〈
家
族
〉
と
い
う
「
全

体
・
秩
序
の
再
構
築
の
語
り
」
を
行
っ
て
い
る
と
言
え
る
。
と
い
う
の
も
、「
藤

代
」
は
語
り
手
の
な
か
で
唯
一
、
手
記
形
式
で
語
る
か
ら
だ
。
次
の
引
用
部
は
『
忘

却
の
河
』
第
一
章
の
冒
頭
で
あ
る
。

　

私
が
こ
れ
を
書
く
の
は
こ
の
部
屋
に
い
る
か
ら
で
あ
り
、
こ
こ
に
い
て
私

が
何
か
を
発
見
し
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
発
見
し
た
も
の
が
何
で
あ
る
か
、

私
の
過
去
で
あ
る
か
、
私
の
生
き
方
で
あ
る
か
、
私
の
運
命
で
あ
る
か
、
そ

れ
は
私
に
は
分
か
ら
な
い
。
ひ
ょ
っ
と
し
た
ら
私
は
物
語
を
発
見
し
た
の
か

も
し
れ
な
い
が
、
物
語
と
い
う
も
の
は
人
が
そ
れ
を
書
く
こ
と
に
よ
っ
て
の

み
完
成
す
る
の
だ
ろ
う
。（
…
…
）
私
は
ど
う
い
う
人
間
な
の
だ
ろ
う
か
。
他

人
か
ら
ど
の
よ
う
に
見
ら
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

　
「
～
だ
ろ
う
か
」
と
問
い
を
示
す
よ
う
に
語
る
こ
と
で
テ
ク
ス
ト
が
こ
の
後
ど

の
よ
う
な
主
題
を
展
開
す
る
の
か
を
読
者
に
予
期
さ
せ
る
。
そ
れ
は
ま
さ
し
く

「
私
は
ど
う
い
う
人
間
な
の
だ
ろ
う
か
」
と
い
う
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
探
求
に

他
な
ら
な
い
。

　

ま
た
、「
私
が
こ
れ
を
書
く
の
は
～
」
と
い
う
一
文
は
最
終
章
で
あ
る
第
七
章
の

冒
頭
で
も
反
復
さ
れ
て
お
り
、
物
語
終
盤
で
改
め
て
読
者
を
「
藤
代
」
や
彼
の
語

る
問
題
意
識
に
重
ね
よ
う
と
す
る
修
辞
が
施
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
手
記
形
式
で
の

語
り
を
、
単
な
る
一
人
称
と
し
て
考
え
れ
ば
、
他
の
人
物
の
語
り
と
差
異
は
な
い
。

し
か
し
、
語
り
の
形
式
の
問
題
で
は
な
く
、〈
物
語
を
書
く
〉
と
い
う
行
為
が
物
語

に
書
き
込
ま
れ
て
い
る
と
考
え
れ
ば
、
こ
れ
は
物
語
内
容
の
問
題
な
の
だ
。
と
き

に
は
過
去
の
出
来
事
へ
逡
巡
を
交
え
な
が
ら
も
解
釈
し
て
ゆ
く
「
藤
代
」
は
過
去

の
出
来
事
を
配
置
し
、
共
通
す
る
主
題
の
も
と
で
物
語
と
し
て
構
成
す
る
。「
私

が
こ
れ
を
書
く
の
は
～
」
か
ら
始
ま
る
「
藤
代
」
の
書
記
行
為
の
身
振
り
と
、
そ

の
身
振
り
に
よ
っ
て
語
ろ
う
と
す
る
「
藤
代
」
の
半
生
へ
の
問
い
は
不
可
分
の
も

の
で
あ
る
。
書
こ
う
と
試
み
る
「
こ
れ
」
＝
〈
物
語
〉
こ
そ
が
「
藤
代
」
の
問
い

の
答
え
と
な
っ
て
お
り
、
物
語
の
完
成
（「
藤
代
」
が
語
る
第
一
章
、
第
七
章
が

語
り
終
わ
る
こ
と
）
が
問
い
の
解
明
に
重
ね
ら
れ
る
。
そ
の
た
め
、『
忘
却
の
河
』

と
い
う
テ
ク
ス
ト
を
語
り
終
わ
る
こ
と
（
読
者
が
読
み
終
え
る
こ
と
と
言
っ
て
も

良
い
）
が
、「
藤
代
」
と
い
う
人
物
を
同
定
す
る
た
め
の
彼
の
「
物
語
」
の
発
見
と

重
ね
ら
れ
る
。

　
「
藤
代
」
が
同
定
し
よ
う
と
試
み
る
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
と
は
〈
語
る
現
在
の
自

分
自
身
〉
で
あ
る
。
本
論
一
節
で
述
べ
た
よ
う
に
「
藤
代
」
の
〈
個
人
〉
と
〈
家

族
〉
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
が
同
時
に
確
定
さ
れ
る
こ
と
を
踏
ま
え
れ
ば
、
語
る

現
在
の
「
藤
代
」
自
身
と
は
、「
藤
代
」
個
人
で
あ
る
と
同
時
に
、
語
る
現
在
に
お

い
て
自
身
が
構
成
し
て
い
る
家
族
の
世
帯
主
＝
〈
父
〉
で
あ
る
「
藤
代
」
だ
。

　

こ
の
二
重
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
同
定
は
、
同
時
並
行
で
行
わ
れ
る
た
め
、

単
に
「
藤
代
」
が
個
人
的
に
自
己
の
半
生
を
語
り
直
す
だ
け
で
は
達
成
で
き
な
い
。

複
数
の
個
人
か
ら
成
る
〈
家
族
〉
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
同
定
す
る
に
は
、
当

然
〈
父
〉
だ
け
で
は
な
く
〈
子
〉
な
ど
、
そ
の
他
の
構
成
員
同
士
で
の
承
認
が
必

要
だ
。

　
「
藤
代
」
が
自
ら
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
同
定
し
よ
う
と
す
る
語
り
を
「
物

語
」
と
称
す
こ
と
は
、
そ
の
「
物
語
」
を
語
る
過
程
に
お
い
て
他
の
登
場
人
物
た

ち
を
「
藤
代
」
の
家
族
の
構
成
員
と
し
て
承
認
し
、
一
つ
の
秩
序
・
物
語
の
下
に

組
み
込
も
う
と
す
る
「
藤
代
」
自
身
へ
の
メ
タ
フ
ィ
ク
シ
ョ
ナ
ル
な
言
及
と
も
解

釈
で
き
る
。

　

一
見
す
る
と
、
複
数
人
の
登
場
人
物
が
各
章
で
語
る
た
め
に
ポ
リ
フ
ォ
ニ
ッ
ク

な
構
成
の
テ
ク
ス
ト
の
よ
う
で
あ
る
が
、
そ
の
実
、『
忘
却
の
河
』
は
一
貫
し
て

「
藤
代
」
の
「
物
語
」
の
た
め
に
登
場
人
物
を
配
置
す
る
。「
藤
代
」
の
家
族
た
ち
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も
個
人
的
葛
藤
を
語
る
が
、
そ
れ
は
〈
父
〉
に
よ
っ
て
解
決
さ
れ
る
こ
と
で
、〈
私

た
ち
は
家
族
で
あ
る
〉
と
い
う
メ
タ
メ
ッ
セ
ー
ジ
し
か
示
さ
な
い
。

　
『
忘
却
の
河
』
は
〈
妻
〉
や
〈
娘
〉、
そ
し
て
過
去
の
〈
恋
人
〉
な
ど
の
声
に
よ
っ

て
基
礎
づ
け
ら
れ
た
「
藤
代
」
と
い
う
〈
父
〉・〈
男
〉
が
「
物
語
」
を
語
る
モ
ノ

ロ
ー
グ
で
あ
る
。〈
父
〉
が
権
威
（authority

）
と
し
て
機
能
し
な
い
戦
後
に
お

い
て
、〈
父
〉
の
位
置
に
立
て
る
の
は
書
き
手
（author

）
と
し
て
、
あ
る
秩
序
を

語
る
こ
と
に
よ
る
。「
藤
代
」
は
〈
父
〉
と
し
て
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
確
立
す

る
た
め
に
、〈
私
た
ち
は
家
族
で
あ
る
〉
と
い
う
物
語
＝
秩
序
を
再
構
成
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

三
、〈
愛
〉
と
〈
死
〉
の
物
語

　

で
は
、〈
個
人
〉
と
〈
家
族
〉
と
い
う
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
再
構
成
に
、
な
ぜ

〈
愛
〉
が
用
い
ら
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。『
忘
却
の
河
』
が
発
表
さ
れ
る
ま
で
の
状
況

を
確
認
し
よ
う
。
福
永
武
彦
は
『
忘
却
の
河
』
を
発
表
す
る
ま
で
、
い
く
つ
か
の

中
・
短
編
小
説
を
発
表
し
た
も
の
の
、
長
編
小
説
は
『
草
の
花
』（
新
潮
社
・
一

九
五
四
）
の
み
で
『
忘
却
の
河
』
を
発
表
す
る
ま
で
の
約
一
〇
年
間
書
け
ず
に
苦

心
し
て
い
た
。『
忘
却
の
河
』
発
表
ま
で
の
状
況
に
つ
い
て
は
首
藤
基
澄
が
詳
し

く
紹
介
し
て
い
る15

。
首
藤
に
よ
れ
ば
『
草
の
花
』
は
同
時
期
に
発
表
さ
れ
た
三

島
由
紀
夫
『
潮
騒
』
の
注
目
に
追
い
や
ら
れ
る
形
で
、
あ
ま
り
注
目
さ
れ
な
か
っ

た
。
福
永
武
彦
は
「
私
の
作
品
は
大
し
て
注
目
さ
れ
る
こ
と
も
な
く
、
意
気
銷
沈

せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
と
い
う
の
は
後
に
述
べ
る
よ
う
に
私
は
殆
ど
背
水
の
陣

を
布
い
て
こ
の
作
品
に
取
り
組
ん
だ
だ
か
ら
だ
が
、
し
か
し
そ
の
た
め
に
も
う
一

度
陣
形
を
立
て
直
し
て
次
の
作
品
に
励
ん
だ
と
い
う
こ
と
も
あ
っ
た
だ
ろ
う
」16

と
、『
草
の
花
』
の
注
目
度
の
低
さ
と
「
次
の
作
品
」
へ
の
意
気
込
み
を
述
べ
る
。

『
草
の
花
』
以
後
の
短
編
で
は
「
廃
市
」（
一
九
六
〇
）
な
ど
を
発
表
し
た
が
、
長

編
は
『
夢
の
輪
』17

や
『
死
の
島
』18

な
ど
の
途
絶
も
し
く
は
長
期
間
の
休
止
を
経

て
『
忘
却
の
河
』
以
後
に
執
筆
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。

　
『
忘
却
の
河
』
の
執
筆
ま
で
に
多
く
の
失
敗
が
あ
っ
た
こ
と
を
踏
ま
え
れ
ば
、

そ
れ
を
ク
リ
ア
す
る
よ
う
な
方
法
が
『
忘
却
の
河
』
で
な
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら

れ
る
。
そ
の
方
法
の
一
部
に
は
物
語
の
構
想
、
同
時
代
の
読
者
の
関
心
を
集
め
る

方
法
の
模
索
が
あ
る
。
た
と
え
ば
、
首
藤
は
『
忘
却
の
河
』
の
方
法
論
に
つ
い
て

「
昭
和
三
十
年
代
の
日
本
人
を
把
握
す
る
」
た
め
に
、
戦
争
体
験
、
関
東
大
震
災
、

転
向
問
題
を
挙
げ
、
そ
れ
ら
の
体
験
が
恋
愛
の
問
題
へ
と
収
束
し
「
現
代
史
と
い

う
枠
組
み
の
中
で
、
恋
愛
で
蘇
生
し
傷
つ
い
た
人
間
の
実
存
が
、
つ
ま
り
恋
愛
を

原
体
験
と
し
た
者
の
罪
の
意
識
が
執
拗
に
追
求
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
」
と
述
べ

る
。
発
表
当
時
の
読
者
を
テ
ク
ス
ト
が
想
定
す
る
な
ら
ば
、
同
時
に
当
時
の
文
化

も
反
映
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
。

　

実
際
、
福
永
武
彦
は
制
作
の
際
に
同
時
代
の
読
者
が
ど
の
よ
う
な
想
像
力
を
有

し
、
い
か
に
す
れ
ば
読
者
の
情
動
的
反
応
を
触
発
し
う
る
の
か
を
想
定
し
て
文
学

テ
ク
ス
ト
を
構
成
し
て
い
た19

。『
忘
却
の
河
』
と
同
時
期
の
小
説
論
「
私
の
小
説

作
法
」20

で
、
福
永
武
彦
は
「
読
者
の
想
像
力
」
が
加
わ
る
こ
と
で
「
小
説
の
描
き

出
そ
う
と
試
み
た
世
界
が
完
結
す
る
と
い
う
ふ
う
に
あ
り
た
い
」
と
述
べ
る
。「
小

説
の
技
術
」
が
読
者
の
想
像
力
に
働
き
か
け
る
こ
と
で
「
否
應
な
し
に
作
者
の
世

界
に
連
れ
込
む
ほ
ど
に
強
力
」
で
「
作
者
と
作
中
人
物
と
読
者
」
と
が
「
三
位
一

体
」
と
な
る
よ
う
な
関
係
が
望
ま
し
い
。
そ
の
場
合
「
単
に
小
説
家
の
主
題
が
ど

う
と
か
、
作
中
人
物
の
生
き
か
た
が
ど
う
と
か
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
読
者
が

能
動
的
に
作
品
を
受
け
入
れ
る
た
め
の
小
説
的
方
法
が
問
題
に
な
る
」
と
、
小
説

の
方
法
論
と
主
題
と
の
不
可
分
性
を
述
べ
る
。

　

こ
の
小
説
論
を
鑑
み
れ
ば
、「
昭
和
三
十
年
代
の
日
本
人
」
と
り
わ
け
作
中
の

「
藤
代
」
と
同
世
代21

を
捉
え
る
た
め
に
、
戦
争
体
験
、
関
東
大
震
災
、
転
向
問
題

な
ど
の
話
題
が
『
忘
却
の
河
』
に
採
用
さ
れ
た
こ
と
も
頷
け
る
。
そ
し
て
同
時
代
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の
読
者
の
た
め
に
物
語
の
話
題
を
選
択
し
て
い
た
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
ら
の
話
題

を
包
含
し
た
物
語
全
体
の
主
題
で
あ
る
〈
愛
〉
や
〈
死
〉
に
つ
い
て
も
、
同
時
代

の
文
脈
を
想
定
し
た
の
で
は
な
い
か
。
こ
の
仮
定
の
補
助
線
と
し
て
、『
忘
却
の

河
』
と
同
時
期
に
起
き
た
〈
純
愛
〉
ブ
ー
ム
を
参
照
す
る
。

　
『
忘
却
の
河
』
が
雑
誌
に
発
表
さ
れ
た
一
九
六
三
年
の
十
二
月
に
は
大
島
み
ち

子
・
河
野
実
『
愛
と
死
を
み
つ
め
て　

あ
る
純
愛
の
記
録
』
が
出
版
さ
れ
、
六
四

年
に
は
一
〇
〇
万
部
を
超
え
る
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
に
な
り
、〈
純
愛
〉
ブ
ー
ム
が
起
き

る
。
毎
日
新
聞
編
集
『
読
者
世
論
調
査
30
年
』22

は
「〝
純
愛
も
の
〟
に
心
の
救
い
」

と
い
う
見
出
し
を
付
け
て
高
度
成
長
の
疲
弊
に
よ
る
需
要
と
し
て
説
明
す
る
。

　

高
度
成
長
は
歩
調
を
早
め
、
ひ
と
び
と
は
乗
り
遅
れ
ま
い
と
狂
奔
し
た
。

焦
燥
と
疲
労
…
‥
マ
イ
ホ
ー
ム
主
義
が
絶
好
の
隠
れ
家
と
し
て
国
民
の
間
に

浸
透
し
て
い
っ
た
。〝
純
愛
も
の
〟
の
本
も
受
け
た
。

　

わ
ず
か
21
歳
で
不
治
の
病
「
軟
骨
肉
腫
」
の
た
め
そ
の
命
を
失
っ
た
大
島

み
ち
子
と
そ
の
恋
人
・
河
野
実
の
1
年
に
わ
た
る
愛
の
書
簡
集
「
愛
と
死
を

み
つ
め
て
」
は
1
9
6
3
（
昭
和
38
）
年
12
月
に
発
売
さ
れ
る
や
ま
た
た
く

間
に
1
0
0
万
部
を
突
破
す
る
大
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
と
な
っ
た
。

　

も
ち
ろ
ん
、『
忘
却
の
河
』
が
『
愛
と
死
を
み
つ
め
て
』
の
模
倣
で
あ
る
と
述
べ

た
い
の
で
は
な
い
。『
忘
却
の
河
』
の
各
章
発
表
時
期
と
『
愛
と
死
を
み
つ
め
て
』

の
発
表
時
期
を
比
べ
れ
ば
、
参
照
し
た
と
は
考
え
難
い
。
そ
れ
以
上
に
、
愛
と
死

と
い
う
水
準
ま
で
抽
象
度
を
上
げ
て
し
ま
え
ば
、
類
似
す
る
テ
ク
ス
ト
は
近
代
か

ら
繰
り
返
し
書
か
れ
て
い
た
。
実
際
、『
読
者
世
論
調
査
30
年
』
に
お
け
る
『
愛
と

死
を
み
つ
め
て
』
以
前
の
「
よ
い
と
思
っ
た
本
・
ベ
ス
ト
10
」（
単
に
売
れ
た
だ

け
で
は
な
く
読
者
が
良
い
と
考
え
た
本
）
を
み
る
と
田
宮
虎
彦
・
田
宮
千
代
『
愛

の
か
た
み
』（
五
八
年
・
一
〇
位
）、
武
者
小
路
実
篤
「
愛
と
死
」（
五
九
年
・
六

位
）、
山
口
清
人
・
久
代
「
愛
と
死
の
か
た
み
」（
六
二
年
・
一
〇
位
）
な
ど
、
愛

と
そ
れ
を
引
き
裂
く
死
・
病
を
主
題
と
し
た
小
説23

が
好
ま
れ
、
ブ
ー
ム
の
下
地

を
生
成
し
て
い
た
。

　

こ
こ
で
指
摘
し
た
い
の
は
一
九
六
三
年
に
共
有
さ
れ
た
〈
純
愛
〉
の
現
代
性
だ
。

一
般
的
に
言
わ
れ
る
愛
と
は
異
な
る
六
〇
年
代
の
〈
純
愛
〉
と
は
何
か
。

　
〈
純
愛
〉
概
念
に
は
戦
後
の
純
潔
教
育
が
か
か
わ
る
。
周
知
の
よ
う
に
純
潔
教

育
は
戦
後
の
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
規
範
に
お
い
て
重
要
な
意
味
を
持
つ
。
簡
単
に

概
要
を
確
認
し
よ
う24

。
戦
後
、
占
領
軍
の
相
手
を
す
る
「
パ
ン
パ
ン
」
や
赤
線

地
域
外
の
私
娼
な
ど
が
問
題
視
さ
れ
、
環
境
浄
化
が
進
め
ら
れ
る
。
こ
の
一
連
と

し
て
一
九
四
六
年
一
一
月
一
四
日
に
関
係
各
省
の
次
官
会
議
で
「
私
娼
の
取
り
締

ま
り
並
び
に
発
生
の
防
止
及
び
保
護
対
策
」
が
決
定
。
こ
れ
を
根
拠
に
文
部
省
は

「
純
潔
教
育
」
を
打
ち
出
し
た
。「
純
潔
教
育
」
に
関
連
す
る
法
令
は
敗
戦
に
よ
っ

て
荒
廃
し
た
性
道
徳
と
男
女
共
学
に
代
表
さ
れ
る
戦
後
の
男
女
関
係
の
指
針
づ
く

り
を
担
っ
て
施
行
さ
れ
た
。

　

こ
こ
で
は
純
潔
教
育
と
『
愛
と
死
を
み
つ
め
て
』
の
か
か
わ
り
だ
け
確
認
し
て

お
こ
う
。
結
局
の
と
こ
ろ
純
潔
教
育
は
青
少
年
の
肉
体
的
純
潔
を
守
る
と
い
う
旧

来
の
道
徳
教
育
と
変
わ
ら
な
く
な
っ
た
。
だ
が
、
純
潔
教
育
が
用
意
さ
れ
る
要
因

と
な
っ
た
男
女
平
等
や
男
女
共
学
な
ど
を
背
景
に
し
て
、「
恋
愛
の
自
由
」
が
到
来

す
る
と
い
う
期
待
が
戦
後
に
高
ま
る
。
恋
愛
の
自
由
が
も
た
ら
し
た
状
況
の
一
つ

は
一
九
五
五
年
の
石
原
慎
太
郎
『
太
陽
の
季
節
』、
い
わ
ゆ
る
〈
太
陽
族
ブ
ー
ム
〉

が
象
徴
的
だ
。
恋
愛
論
の
変
遷
を
考
察
し
た
菅
野
聡
美25

の
言
葉
を
借
り
れ
ば
、

一
九
五
〇
年
代
の
〈
太
陽
族
ブ
ー
ム
〉
の
よ
う
に
、
恋
愛
の
自
由
と
は
「
男
と
女

が
出
会
っ
て
セ
ッ
ク
ス
す
れ
ば
恋
愛
で
あ
る
、
と
い
う
よ
う
に
、
恋
愛
と
い
う
言

葉
は
空
疎
な
も
の
に
な
っ
た
」
と
言
え
る
。
こ
の
直
後
に
「
空
疎
に
な
り
す
ぎ
た

た
め
に
、
わ
ざ
わ
ざ
「
純
愛
」
な
ど
と
銘
打
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
」
と
菅

野
が
述
べ
る
よ
う
に
、
戦
後
に
生
じ
た
〈
恋
愛
〉
の
空
疎
化
の
状
況
を
踏
ま
え
て
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『
愛
と
死
を
み
つ
め
て
』
を
読
ん
だ
時
、
肉
体
よ
り
も
精
神
を
上
位
に
置
く
〈
純

愛
〉
の
特
徴
が
浮
き
上
が
る
。

　

　

ま
こ
、
貴
方
の
御
手
紙
を
誰
か
ぬ
す
み
読
み
し
た
と
し
た
ら
、
私
達
ど
う

思
わ
れ
る
か
し
ら
？

ど
ん
な
深
い
間
柄
な
の
だ
ろ
う
と
、
き
っ
と
思
わ
れ

て
よ
。
で
も
い
い
わ
。
肉
体
的
に
結
ば
れ
て
い
な
く
て
も
、
心
は
固
く
結
ば

れ
て
い
る
の
で
す
も
の
。（
…
…
）

　

マ
ー
ジ
ャ
ン
や
パ
チ
ン
コ
、
や
り
た
け
れ
ば
や
れ
ば
い
い
じ
ゃ
な
い
。

も
っ
と
面
白
い
遊
び
が
あ
る
の
な
ら
や
れ
ば
い
い
わ
。
そ
ん
な
こ
と
で
私
の

気
持
が
変
る
ほ
ど
、
そ
ん
な
ち
っ
ぽ
け
な
愛
情
で
な
い
と
自
負
し
て
い
ま

す
。26

　

マ
コ
、
純
潔
っ
て
ど
ん
な
こ
と
？　

肉
体
的
に
純
潔
で
あ
っ
て
も
精
神
的

に
純
潔
で
な
い
人
も
い
る
で
し
ょ
う
し
、
ま
た
そ
の
逆
の
人
も
い
る
と
思
う

の
で
す
。
結
婚
前
に
最
愛
の
人
に
全
て
を
捧
げ
る
こ
と
は
決
し
て
不
純
だ
と

思
い
ま
せ
ん
。
た
だ
な
ん
と
な
く
道
徳
上
、
い
け
な
い
よ
う
な
気
も
す
る
の

で
す
が
。27

　
「
ミ
コ
」 （
大
島
み
ち
子
） 

は
病
で
床
に
臥
し
て
お
り
大
阪
で
療
養
中
の
た
め
、

移
動
の
自
由
が
な
い
。
そ
の
た
め
、
東
京
の
大
学
生
で
あ
る 

「
マ
コ
」 （
河
野
実
）

と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
は
手
紙
の
や
り
取
り
と
い
っ
た
遠
隔
的
な
も
の
と
な

る
。

　
〈
純
愛
〉
は
そ
の
生
成
過
程
で
〈
苦
難
〉
を
必
要
と
す
る
。
藤
井28

が
「
ふ
た
り

を
隔
て
る
〈
距
離
〉」
の
重
要
性
を
指
摘
す
る
よ
う
に
、
会
う
・
電
話
な
ど
自
由
に

で
き
な
い
状
況
だ
か
ら
こ
そ
二
人
の
純
愛
が
生
成
さ
れ
る
。
さ
ら
に
言
え
ば
、
先

に
紹
介
し
た
『
読
者
世
論
調
査
30
年
』
に
お
け
る
「
よ
い
と
思
っ
た
本
・
ベ
ス
ト

10
」
の
田
宮
虎
彦
・
田
宮
千
代
『
愛
の
か
た
み
』、
武
者
小
路
実
篤
『
愛
と
死
』、
山

口
清
人
・
久
代
『
愛
と
死
の
か
た
み
』
な
ど
も
同
様
に
、
物
理
的
距
離
や
苦
難
・

障
害
を
乗
り
越
え
て
〈
繋
が
り
合
う
こ
と
〉
が
二
人
の
深
い
親
密
性
の
証
左
と
な

る
。
そ
し
て
、
空
間
的
距
離
の
隔
た
り
や
安
易
に
会
え
な
い
状
況
の
た
め
に
、
精

神
的
接
触
に
よ
る
愛
が
称
揚
さ
れ
る
。

　

愛
に
お
け
る
肉
体
性
と
精
神
性
は
両
立
し
て
も
お
か
し
く
な
い
が
、「
ミ
コ
」

（
大
島
み
ち
子
）
の
言
葉
を
借
り
れ
ば
「
た
だ
な
ん
と
な
く
道
徳
上
、
い
け
な
い
よ

う
な
気
も
す
る
」
と
第
一
に
精
神
性
を
称
揚
す
る
恋
愛
観
が
内
面
化
さ
れ
る
。
こ

の
内
面
化
の
一
因
と
し
て
純
潔
教
育
を
見
出
す
こ
と
は
可
能
だ
ろ
う
。

　

肉
体
で
は
な
く
精
神
的
に
不
変
な
愛
、〈
繋
が
り
合
っ
て
い
る
〉
と
い
う
相
互
承

認
の
感
覚
、
こ
れ
が
戦
後
の
純
潔
教
育
か
ら
育
ま
れ
た 〈
純
愛
〉 

の
内
実
で
あ
る
。

四
、〈
罪
〉
と
〈
純
愛
〉

　

精
神
性
と
相
互
承
認
を
尊
ぶ
〈
純
愛
〉
が
『
忘
却
の
河
』
で
描
か
れ
る
の
は
先

行
研
究
で
も
多
く
取
り
あ
げ
ら
れ
る
第
七
章
の
「
藤
代
」
が
「
看
護
婦
」
の
声
を

聞
く
場
面
だ
。
多
く
の
先
行
研
究
が
引
用
す
る
こ
の
場
面
で
は
、
罪
障
意
識
の
原

因
で
あ
っ
た
出
来
事
を
〈
忘
却
〉
せ
ず
に
〈
記
憶
〉
す
べ
き
と
意
識
転
換
す
る
た

め
に
重
要
だ
。「
藤
代
」
が
嵐
の
海
に
浮
か
ぶ
船
の
中
で
、「
藤
代
」
が
抱
く
罪
障

意
識
の
原
因
で
あ
る
「
看
護
婦
」
の
自
殺
と
い
う
出
来
事
の
記
憶
と
和
解
す
る
。

　

彼
女
の
死
ん
だ
魂
が
し
き
り
に
私
を
呼
ん
で
い
る
声
が
聞
え
る
よ
う
な
気

が
し
た
。
そ
の
下
ぶ
く
れ
の
寂
し
げ
な
顔
が
眼
に
浮
ん
だ
。
彼
女
は
言
っ
て

い
た
。
わ
た
し
は
嬉
し
い
わ
、
あ
な
た
が
ま
だ
わ
た
し
の
こ
と
を
忘
れ
な
い

で
い
て
く
れ
る
と
い
う
こ
と
。
み
ん
な
不
幸
な
の
ね
。
み
ん
な
可
哀
想
な
の

ね
。
で
も
あ
な
た
は
わ
た
し
の
こ
と
を
決
し
て
忘
れ
な
い
わ
ね
。



54

　

僕
は
決
し
て
忘
れ
な
い
よ
、
と
彼
は
言
っ
た
。

　

僕
は
決
し
て
忘
れ
な
い
よ
、
と
私
は
言
っ
た
。

　

第
一
章
で
「
看
護
婦
」
を
喪
っ
た
出
来
事
を
忘
れ
た
い
記
憶
と
語
り
、
罪
障
意

識
や
自
己
否
定
感
を
募
ら
せ
て
い
た
「
藤
代
」
は
、
こ
の
場
面
で
「
看
護
婦
」
と

想
像
的
な
和
解
を
果
た
す
。
こ
の
和
解
は
生
者
と
死
者
と
い
う
空
間
・
物
理
的
隔

た
り
の
な
か
で
「
忘
れ
な
い
」
と
い
う
精
神
的
繋
が
り
が
両
者
の
親
密
性
を
保
障

す
る
た
め
に
『
愛
と
死
を
見
つ
め
て
』
の
よ
う
な
〈
純
愛
〉
が
確
認
で
き
る
。

　

こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
、 「
看
護
婦
」 

と
の
出
来
事
が 

〈
罪
〉 

の
隠
喩
か
ら 

〈
純
愛
〉 

の
隠
喩
へ
と
変
換
さ
れ
る
こ
と
だ
。
忘
れ
た
い

4

4

4

4

罪
障
意
識
と
、 

忘
れ
な
い

4

4

4

4

と
い
う
純
愛
意
識
は
、 

呼
称
が
異
な
る
だ
け
で
、 

指
示
対
象
は 

「
看
護
婦
」 

に
象

徴
さ
れ
た 

「
藤
代
」 

に
と
っ
て
の
忘
れ
ら
れ
な
い

4

4

4

4

4

4

記
憶
で
あ
る
こ
と
は
変
わ
ら
な

い
。

　

本
論
一
節
で
検
討
し
た
よ
う
に
「
藤
代
」
は
ト
ラ
ウ
マ
的
記
憶
と
な
っ
て
い
る

「
看
護
婦
」
の
〈
自
殺
〉
と
い
う
出
来
事
を
〈
愛
の
証
明
〉
と
し
て
半
ば
恣
意
的
に

解
釈
を
変
更
す
る
。
自
己
否
定
の
根
拠
と
し
て
あ
っ
た
出
来
事
を
親
密
な
他
者
か

ら
承
認
さ
れ
る
出
来
事
に
読
み
替
え
る
メ
カ
ニ
ズ
ム
が
あ
る
た
め
に
、『
忘
却
の

河
』
で
、
愛
と
い
う
要
素
は
個
人
を
承
認
さ
せ
る
機
能
を
有
す
る
。

　

確
か
に
、
こ
の
引
用
場
面
が
示
す
〈
罪
〉
を
〈
純
愛
〉
へ
と
変
え
る
こ
と
で
ア

イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
獲
得
す
る
と
い
う
物
語
の
構
造
に
対
し
、
先
行
研
究
の
首
藤

の
よ
う
に
「
恋
愛
を
原
体
験
と
し
た
者
の
罪
の
意
識
が
執
拗
に
追
求
さ
れ
」、「
現

実
に
足
を
踏
ま
え
た
認
識
の
主
体
を
形
成
し
て
い
る
」29

と
解
釈
す
る
こ
と
も
可

能
だ
。
し
か
し
、「
看
護
婦
」
の
自
殺
を
愛
の
証
明
と
い
う
物
語
と
し
て
語
り
直
す

こ
と
へ
の
倫
理
的
批
判
の
欠
如
。
そ
れ
以
前
に
、
自
殺
と
い
う
出
来
事
へ
の
二
律

背
反
的
な
言
及
を
看
過
し
て
い
る
。
首
藤
を
は
じ
め
と
し
た
先
行
研
究
は
、
こ
の

矛
盾
へ
の
看
過
に
よ
っ
て
成
り
立
っ
て
い
る
た
め
誤
読
で
あ
る
と
言
わ
ざ
る
を
得

な
い
。

　

テ
ク
ス
ト
内
で
「
藤
代
」
が
誤
読
し
な
け
れ
ば
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
獲
得
で

き
な
か
っ
た
よ
う
に
、
先
行
研
究
も
〈
罪
〉
か
ら
〈
純
愛
〉
の
物
語
へ
と
変
え
る

ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
に
対
し
て
、「
看
護
婦
」
の
自
殺
と
い
う
出
来
事
の
暴
力
性
を
看
過

す
る
こ
と
で
、『
忘
却
の
河
』
が
人
生
を
問
う
普
遍
的
問
題
を
扱
っ
た
物
語
で
あ
る

と
誤
読
す
る
。

　

だ
が
、
文
学
テ
ク
ス
ト
と
は
常
に
誤
読
さ
れ
る30

の
で
あ
れ
ば
、
間
違
わ
ず
に

読
む
こ
と
は
重
要
で
は
な
い
。
重
要
な
の
は
ど
の
よ
う
な
〈
物
語
〉
を
テ
ク
ス
ト

に
読
む
か
、
そ
し
て
テ
ク
ス
ト
に
ど
の
よ
う
な
〈
物
語
〉
を
求
め
る
か
だ
。

　
『
愛
と
死
を
み
つ
め
て
』
の
よ
う
な
〈
純
愛
〉
ブ
ー
ム
が
高
度
成
長
期
の
疲
弊

の
裏
側
で
生
じ
た
事
象
で
あ
る
な
ら
ば
、〈
純
愛
〉
の
物
語
を
虚
構
に
見
い
だ
そ

う
と
す
る
時
代
の
精
神
状
況
と
の
照
応
が
『
忘
却
の
河
』
に
も
認
め
ら
れ
る
だ
ろ

う
。『
忘
却
の
河
』
の
筋
の
よ
う
に
〈
罪
〉
か
ら
〈
愛
〉
の
物
語
へ
と
読
み
替
え
る

た
め
に
は
、
そ
の
た
め
の
論
理
的
操
作
や
状
況
・
場
面
設
定
な
ど
が
必
要
で
あ
る

が
、
一
九
六
三
年
前
後
に
お
い
て
は
そ
の
解
釈
変
更
が
行
え
る
〈
純
愛
〉
と
い
う

思
潮
が
編
成
さ
れ
て
い
た
。

　

ま
た
、『
忘
却
の
河
』
が
発
表
さ
れ
た
一
九
六
〇
年
前
半
は
〈
純
愛
〉
ブ
ー
ム

の
時
代
で
あ
る
と
同
時
に
こ
れ
ま
で
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
認
識
の
枠
組
み
と
し

て
機
能
し
た
〈
家
〉
と
い
う
秩
序
の
瓦
解
が
顕
著
に
小
説
に
表
出
す
る
時
期
で
も

あ
っ
た
。
エ
デ
ィ
プ
ス
構
造
を
ベ
ー
ス
に
し
て
い
る
た
め
に
、「
父
」
と
い
う
イ

メ
ー
ジ
の
稀
薄
化
は
秩
序
の
超
越
的
価
値
基
準
の
瓦
解
に
繋
が
る
。
そ
の
た
め
、

江
藤
が
『
成
熟
と
喪
失
』
で
取
り
上
げ
た
テ
ク
ス
ト
の
よ
う
に
〈
家
〉
の
崩
壊
と

直
面
に
よ
っ
て
葛
藤
が
生
じ
る
。
そ
し
て
他
方
で
『
忘
却
の
河
』
の
よ
う
に
秩
序

の
再
構
成
が
試
み
ら
れ
た
の
だ
。
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五
、
結
論

　

先
に
検
討
し
た
通
り
、『
忘
却
の
河
』
で
は
〈
純
愛
〉
に
よ
る
ア
イ
デ
ン
テ
ィ

テ
ィ
の
確
立
が
行
わ
れ
る
。
こ
の
点
を
敷
衍
す
れ
ば
、「
藤
代
」
は
〈
父
〉
と
し
て

主
体
形
成
を
行
う
際
に
は
、「
藤
代
家
」
と
い
う
秩
序
の
再
構
成
も
同
時
に
行
う

た
め
、
作
中
で
の
〈
純
愛
〉
は
「
家
」
と
い
う
秩
序
を
再
構
成
す
る
力
と
し
て
も

作
用
す
る
。
見
田
宗
介31が
『
愛
と
死
を
み
つ
め
て
』
に
対
し
て
「
不
幸
の
一
体

0

0

0

0

0

感0

に
根
を
お
い
た
共
感
は
そ
れ
だ
け
深
い
（
傍
点
原
文
）」、「
人
間
の
力
に
よ
っ

て
解
決
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
社
会
的
な
不
合
理
の
犠
牲
者
た
ち
に
、
お
な
じ
よ

う
な
運
命
の
甘
受
と
献
身
へ
の
憧
憬
を
与
え
る
と
し
た
ら
、
そ
れ
は
美
し
く
と
も

危
険
だ
」
と
述
べ
る
よ
う
に
、
不
幸
や
障
害
、
葛
藤
を
乗
り
越
え
る
こ
と
で
生
じ

る
〈
純
愛
〉
は
当
事
者
を
は
じ
め
、
そ
れ
を
消
費
す
る
読
者
の
情
動
に
強
く
作
用

す
る
。

　

し
か
し
、〈
純
愛
〉
は
論
理
的
に
ま
ず
乗
り
越
え
ら
れ
る
べ
き
不
幸
や
障
害
を
必

要
と
す
る
。
高
度
成
長
期
が
生
ん
だ
疲
弊
や
不
合
理
に
よ
っ
て
〈
純
愛
〉
ブ
ー
ム

が
起
き
た
の
で
あ
れ
ば
、
読
者
を
共
感
さ
せ
る
た
め
に
不
幸
や
障
害
は
物
語
に
要

請
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
不
幸
や
障
害
は
〈
純
愛
〉
物
語
に
情
動
的
作
用
の
強
度
を

与
え
る
。
難
病
な
ど
を
原
因
と
し
て
、
登
場
人
物
を
長
き
に
渡
り
苦
し
め
、
最
終

的
に
は
死
を
与
え
る
筋
が
散
見
さ
れ
る
よ
う
に
、〈
純
愛
〉
の
物
語
の
底
流
に
は
暴

力
性
が
確
認
で
き
る32

。

　

ま
た
、
不
合
理
な
状
況
の
甘
受
や
恋
人
へ
の
献
身
的
態
度
な
ど
、〈
純
愛
〉
の
物

語
に
示
さ
れ
る
登
場
人
物
の
身
振
り
は
同
時
代
の
ロ
マ
ン
テ
ィ
ッ
ク
・
ラ
ブ
・
イ

デ
オ
ロ
ギ
ー
の
形
成
の
一
翼
を
担
う
こ
と
を
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
『
忘
却
の
河
』
と
い
う
テ
ク
ス
ト
は
、
一
九
六
〇
年
代
の
現
代
的
な
恋
愛
で
あ
る

〈
純
愛
〉
と
い
う
想
像
力
を
援
用
し
た
ロ
マ
ン
テ
ィ
ッ
ク
な
修
辞
に
よ
っ
て
、
過

去
の
不
幸
な
出
来
事
に
よ
る
罪
障
意
識
に
拠
ら
な
い
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
へ
、
い

わ
ば
ト
ラ
ウ
マ
テ
ィ
ッ
ク
な
〈
私
〉
で
は
な
く
ロ
マ
ン
テ
ィ
ッ
ク
な
〈
私
〉
を
語

ろ
う
と
試
み
た
テ
ク
ス
ト
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
の
先
行
研
究
が
綿
密
に
検
討
し
た

よ
う
に
、
確
か
に
『
忘
却
の
河
』
は
〈
愛
〉
や
〈
罪
〉、〈
死
〉
と
い
っ
た
モ
チ
ー

フ
か
ら
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
い
か
に
形
成
す
る
の
か
が
問
わ
れ
た
。
し
た
が
っ

て
、
物
語
の
問
い
は
先
の
篠
田
一
士
の
言
葉
を
借
り
れ
ば
「
人
生
い
か
に
生
く
べ

き
か
」
と
い
う
普
遍
的
な
問
い
だ
け
の
よ
う
に
受
け
取
ら
れ
る
。

　

し
か
し
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
、
こ
の
問
い
は
急
激
に
発
達
し
、
不
合
理
を
内
包

し
た
社
会
を
い
か
に
生
き
る
か
と
い
う
現
代
的
な
文
脈
と
接
続
し
て
い
る
の
だ
。

　

高
度
成
長
期
に
ブ
ー
ム
と
な
っ
た
〈
純
愛
物
語
〉
に
特
徴
的
な
の
は
、
不
合
理

の
な
か
で
あ
っ
て
も
親
密
な
他
者
に
承
認
さ
れ
た
と
い
う
認
識
に
拠
っ
て
〈
私
〉

を
語
る
こ
と
、
作
り
出
す
こ
と
で
あ
っ
た
。
現
代
で
も
、
こ
の
〈
純
愛
〉
的
な
親

密
な
二
者
関
係
に
よ
る
〈
私
〉
語
り
は
愛
用
さ
れ
て
い
る33

。

　
『
忘
却
の
河
』
は
〈
純
愛
〉
と
い
う
枠
組
み
を
用
い
て
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
確
立

を
試
み
る
語
り
と
そ
の
問
題
を
示
す
。
そ
れ
ゆ
え
、
高
度
成
長
期
か
ら
現
代
に
お

け
る
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
め
ぐ
る
問
題
を
検
討
す
る
際
に
重
要
な
テ
ク
ス
ト
な

の
で
あ
る
。

【
注
】

1�　

初
出　
「
忘
却
の
河
」・『
文
藝
』
三
月
号
・
一
九
六
三
。「
煙
塵
」・『
文
学
界
』
八

月
号
・
同
年
。「
舞
台
」・『
婦
人
之
友
』
九
月
号
・
同
年
。「
夢
の
通
い
路
」・『
小
説
中

央
公
論
』
一
二
月
号
・
同
年
。「
硝
子
の
城
」『
群
像
』
一
一
月
号
・
同
年
。「
喪
中
の

人
」・『
小
説
新
潮
』
一
二
月
号
・
同
年
。「
賽
の
河
原
」・『
文
藝
』
一
二
月
号
・
同
年
。

初
刊　

単
行
本
『
忘
却
の
河
』・
新
潮
社
・
一
九
六
四
。

2�　

篠
田
一
士
・
文
庫
『
忘
却
の
河
』
解
説
・
新
潮
文
庫
・
一
九
六
九
。

3�　

た
と
え
ば
、
福
永
武
彦
の
初
長
編
『
風
土
』（
新
潮
社
・
一
九
五
二
）
の
帯
文
に
は

「
夢
み
る
男
と
愛
す
る
女
の
新
し
い
モ
ラ
ル
を
探
っ
た
書
下
し
戀
愛
小
説
!
」
と
書
か

れ
、『
草
の
花
』（
新
潮
社
・
一
九
五
四
）
の
帯
文
に
は
「
二
つ
の
魂
の
間
に
果
し
て
愛
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は
可
能
だ
ら
う
か
―
ジ
イ
ド
の
「
狭
き
門
」
に
比
せ
ら
れ
る
香
り
高
い
長
編
」
と
書

か
れ
て
い
る
。
福
永
武
彦
の
死
後
に
刊
行
さ
れ
た
全
集
の
帯
文
も
「
孤
独
と
愛
と
死
と

藝
術
を
凝
視
し
つ
づ
け
た
福
永
作
品
の
全
貌
」
と
書
か
れ
て
い
る
よ
う
に
「（
恋
）
愛
」、

「
孤
独
」、「
死
」
と
い
う
ロ
マ
ン
テ
ィ
ッ
ク
な
用
語
で
語
ら
れ
る
こ
と
の
多
い
作
家
で

あ
っ
た
。

4　

栗
坪
芳
樹
「
作
品
論 

忘
却
の
河
」・『
国
文
学 

解
釈
と
教
材
の
研
究
』・
學
燈
社
・

一
九
七
二
。

5　

首
藤
基
澄
『
福
永
武
彦
の
世
界
』・
審
美
社
・
一
九
七
四
。

6　

同
掲
書
・
一
一
〇
頁
。

7　

こ
の
他
に
も
粟
津
則
雄
（「『
忘
却
の
河
』
を
め
ぐ
っ
て
」・
国
文
学
解
釈
と
鑑
賞
・

一
九
七
七
）、
佐
藤
泰
正
（「
福
永
武
彦
に
お
け
る
主
題
―
そ
の
往
相
と
還
相
」・
国

文
学
解
釈
と
教
材
の
研
究
・
一
九
八
〇
）、
高
野
斗
志
美
（「『
忘
却
の
河
』」・
国
文
学

解
釈
と
鑑
賞
・
一
九
八
二
）、
西
原
千
博
「『
忘
却
の
河
』
試
解
―
過
去
の
呪
縛
・
言

葉
の
呪
縛
―
」（
札
幌
国
語
研
究
、
第
四
号
・
一
九
九
九
）、
影
山
恒
男
「
福
永
武
彦

『
忘
却
の
河
』
の
構
造
と
意
味
に
つ
い
て
の
試
論
」（
成
城
国
文
学
・
第
九
号
・
成
城
国

文
学
会
・
一
九
九
三
）、
大
木
良
子
「
福
永
武
彦
『
忘
却
の
河
』
論
―
〈
声
〉
の
言
葉

に
よ
る
浄
化
―
」（
山
口
国
文
・
第
一
八
号
・
山
口
大
学
人
文
学
部
国
語
国
文
学
会
・

一
九
九
五
）
が
同
様
の
枠
組
み
で
読
ん
で
い
る
。

8　

西
岡
亜
紀
『
福
永
武
彦
論　
「
純
粋
記
憶
」
の
生
成
と
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
』・
東
信
堂
・

二
〇
〇
八
。

9　
「
初
版
後
記
」・
単
行
本
『
忘
却
の
河
』・
新
潮
社
・
一
九
六
四
。

10　

こ
の
点
は
西
岡
亜
紀
「『
忘
却
の
河
』
の
構
造
を
め
ぐ
っ
て
：
方
法
と
内
容
の
接
す

る
と
こ
ろ
」、『
言
語
文
化
と
日
本
語
教
育
』
第
一
五
号
（
お
茶
の
水
女
子
大
学
日
本
言

語
文
化
学
研
究
会
・
一
九
九
八
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

11　

朝
日
新
聞
・
一
九
六
三
年
二
月
二
八
日
号
。

12　

図
書
新
聞
・
一
九
六
三
年
三
月
二
日
号
。

13　

江
藤
淳
『
成
熟
と
喪
失
―
〝
母
〟 

の
崩
壊
―
』・
河
出
書
房
新
社
・
一
九
六
七
。

14　

佐
藤
泉
『
戦
後
批
評
の
メ
タ
ヒ
ス
ト
リ
ー　

近
代
を
記
憶
す
る
場
』・
青
土
社
・
二

〇
〇
五
。

15　

首
藤
基
澄
『
福
永
武
彦
の
世
界
』（
審
美
社
・
一
九
七
四
）、
特
に
第
五
章
に
詳
し
い
。

16　

福
永
武
彦
「『
草
の
花
』
遠
望
」・『
草
の
花
』
新
版
・
新
潮
社
・
一
九
七
二
。

17　
『
婦
人
之
友
』
一
九
六
〇
年
一
〇
月
号
～
一
九
六
一
年
十
二
月
号
に
連
載
。

18　
『
死
の
島
』
は
主
に
『
文
藝
』
誌
上
で
一
九
六
六
年
か
ら
一
九
七
一
年
ま
で
数
回
の
休

載
を
挟
み
つ
つ
連
載
さ
れ
た
。
だ
が
、
作
中
作
「
カ
ロ
ン
の
艀
」
は
『
文
学
界
』（
一

一
月
号
・
一
九
五
三
）
に
発
表
さ
れ
た
。

19　

こ
の
見
解
に
つ
い
て
は
、
拙
論
「
リ
ア
リ
ズ
ム
の
共
犯
」（『
文
学
研
究
論
集
』 

四
八

号
・
明
治
大
学
大
学
院
・
二
〇
一
八
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

20　

毎
日
新
聞
、
一
九
六
四
年
八
月
九
日
号
掲
載
。

21　

一
九
六
三
年
当
時
、「
藤
代
」
と
ほ
ぼ
同
世
代
の
平
野
謙
（
当
時
五
六
歳
）
は
「
福

永
武
彦
の
「
忘
却
の
河
」（
文
芸
）
を
、
私
は
同
情
的
に
読
ん
だ
。
こ
の
作
者
が
意
外

に
古
風
な
セ
ン
チ
メ
ン
タ
リ
ス
ト
な
の
に
す
こ
し
驚
か
さ
れ
る
け
れ
ど
、
や
は
り
私
は

現
代
小
説
と
し
て
、
こ
う
い
う
作
品
を
書
か
ず
に
い
ら
れ
ぬ
作
者
に
同
感
す
る
」（「
毎

日
新
聞
」・
一
九
六
三
年
三
月
一
日
号
）
と
評
し
て
お
り
、「
藤
代
」
と
同
時
代
に
生
き

る
同
世
代
か
ら
の
反
応
の
一
例
と
し
て
興
味
深
い
。

22　

毎
日
新
聞
社
編
『
読
書
世
論
調
査
30
年
―
戦
後
日
本
人
の
心
の
軌
跡
―
』・
一

九
七
七
。

23　

同
じ
機
能
を
近
代
小
説
で
は
〈
結
核
〉
が
担
っ
て
い
た
。
戦
後
の
実
存
主
義
の
風
潮

を
含
ん
で
『
忘
却
の
河
』
で
表
象
さ
れ
る
に
至
る
ま
で
の
〈
結
核
〉
の
変
遷
は
拙
論
「
結

核
、
そ
の
〈
出
来
事
〉
以
後
：
福
永
武
彦
『
忘
却
の
河
』
を
視
座
と
し
た
結
核
表
象
の

変
遷
」（『
文
学
研
究
論
集
』
四
六
号
・
明
治
大
学
大
学
院
・
二
〇
一
六
）
を
参
照
さ
れ

た
い
。

24　

敗
戦
直
後
の
性
風
俗
是
正
に
向
け
た
詳
し
い
動
向
に
つ
い
て
は
小
山
静
子
ら
編
『
セ

ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
の
戦
後
史
』（
京
都
大
学
学
術
出
版
会
・
二
〇
一
四
）、
純
潔
教
育
と

文
学
テ
ク
ス
ト
の
関
わ
り
に
つ
い
て
は
藤
井
淑
禎
『
純
愛
の
精
神
史
』（
新
潮
選
書
・

一
九
九
四
）
を
参
照
し
た
。

25　

菅
野
聡
美
『
消
費
さ
れ
る
恋
愛
論
』・
青
弓
社
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
・
二
〇
〇
一
。

26　
「
一
九
六
三
年
二
月
一
三
日
」・『
愛
と
死
を
み
つ
め
て
』・
大
和
書
房
・
一
九
六
三
。

27　
「
一
九
六
三
年
三
月
七
日
」・
同
書
。

28　

藤
井
淑
禎
・
前
掲
書
。

29　

注
5
に
同
じ
。

30　

広
く
述
べ
ら
れ
る
主
張
だ
が
例
と
し
て
は
、
ポ
ー
ル
・
ド
・
マ
ン
「
盲
目
性
の
修
辞

学
」（『
盲
目
と
洞
察
』・
月
曜
社
・
二
〇
一
二
）
が
挙
げ
ら
れ
る
。
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31　

朝
日
新
聞
社
編
『
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
物
語　

中
』・
朝
日
選
書
・
一
九
七
八
。

32　

現
代
に
お
い
て
も
文
学
や
サ
ブ
カ
ル
チ
ャ
ー
で
女
性
ジ
ェ
ン
ダ
ー
へ
の
暴
力
が
「
泣

け
る
物
語
」
と
し
て
消
費
さ
れ
る
構
図
は
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
菅
聡
子
「〈
暴
力
〉
の
表

象
／
表
象
の
〈
暴
力
〉
―
欲
望
の
再
生
産
と
メ
デ
ィ
ア
」・
竹
村
和
子
編
著
『
欲
望
・

暴
力
の
レ
ジ
ー
ム
：
揺
ら
ぐ
表
象
／
格
闘
す
る
理
論
』（
作
品
社
・
二
〇
〇
八
）
を
参

照
さ
れ
た
い
。

33　

斎
藤
環
『
承
認
を
め
ぐ
る
病
』（
日
本
評
論
社
・
二
〇
一
三
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

※
福
永
武
彦
の
テ
ク
ス
ト
は
『
福
永
武
彦
全
集
』（
新
潮
社
・
一
九
八
七
） 

に
拠
っ
た
。

な
お
、
本
論
は
日
本
文
学
協
会
第
36
回
研
究
発
表
大
会
（
二
〇
一
六
年
六
月
二
六
日
、

於
・
岩
手
県
立
大
学
）
で
の
口
頭
発
表
に
基
づ
い
て
い
る
。
あ
ら
た
め
て
、
発
表
の
際

に
ご
指
摘
・
ご
意
見
を
く
だ
さ
っ
た
方
々
に
感
謝
を
申
し
上
げ
ま
す
。


