
本
論
は
、
太
宰
治
の
「
桜
桃
」（
「
世
界
」
一
九
四
八
・
五
）
を
、「
私
」
の
語
り
と

受
け
答
え
に
注
目
し
て
読
み
解
く
試
み
で
あ
る
。

一

「
桜
桃
」
の
語
ら
れ
か
た
と
受
け
取
ら
れ
か
た

「
桜
桃
」
に
は
、
あ
る
夏
の
、
家
族
の
夕
食
の
光
景
が
描
か
れ
て
い
る
。
物
語
の

大
半
は
「
三
畳
間
」
で
展
開
し
、
終
盤
「
酒
を
飲
む
場
所
」
に
移
行
す
る
。
「
三
畳

間
」
に
は
「
私
」
と
妻
と
三
人
の
子
供
が
い
る
。
酒
場
に
は
「
私
」
と
店
の
女
ら
し

き
話
し
相
手
が
い
る
。
短
篇
と
は
い
え
、
こ
こ
に
は
ご
く
限
ら
れ
た
世
界
し
か
写
し

取
ら
れ
て
い
な
い
よ
う
に
見
え
る
。
し
か
し
語
り
の
構
造
を
意
識
す
る
と
、
作
品
に

内
包
さ
れ
た
世
界
は
決
し
て
小
さ
く
な
い
こ
と
が
わ
か
っ
て
く
る
。

「
桜
桃
」
は
「
私
」
に
よ
っ
て
語
ら
れ
て
い
る
。
一
人
称
で
語
ら
れ
て
い
る
た
め
、

物
語
内
容
上
の
「
私
」
と
、
物
語
行
為
に
携
わ
る
「
私
」
と
を
さ
し
あ
た
り
区
別
し

て
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
そ
れ
だ
け
で
は
十
分
で
は
な
い
。
こ
の
作
品
に
は
次
の
よ

う
な
部
分
が
あ
る
。

は
つ
き
り
言
は
う
。
く
ど
く
ど
と
、
あ
ち
こ
ち
持
つ
て
ま
は
つ
た
書
き
方
を
し

た
が
、
実
は
こ
の
小
説
、
夫
婦
喧
嘩
の
小
説
な
の
で
あ
る
。

夫
婦
の
会
話
が
重
く
な
っ
て
ゆ
く
前
に
「
夫
婦
喧
嘩
」
の
話
だ
と
あ
ら
か
じ
め
告

げ
ら
れ
て
い
る
部
分
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
「
こ
の
小
説
」
の
書
か
れ
方
が
、
小
説
の

中
で
言
及
さ
れ
て
い
る
。
「
三
畳
間
」
の
こ
と
で
も
、
そ
の
場
を
離
れ
た
自
分
や
妻

子
の
こ
と
で
も
な
く
、
ま
さ
に
書
か
れ
つ
つ
あ
る
こ
の
小
説
に
つ
い
て
語
ら
れ
る
。

語
り
の
水
準
が
、
メ
タ
物
語
世
界
の
出
来
事
で
も
、
物
語
世
界
内
の
出
来
事
で
も
な

く
、
物
語
世
界
外
の
水
準
へ
移
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
移
動
を
備
え
て
い
る
点
で
、

「
桜
桃
」
は
メ
タ
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
一
種
と
見
な
す
こ
と
が
で
き
る
。
メ
タ
フ
ィ
ク

シ
ョ
ン
で
あ
る
た
め
に
、
読
者
は
読
み
な
が
ら
、
こ
の
小
説
が
創
作
物
だ
と
い
う
こ

と
を
再
確
認
す
る
で
あ
ろ
う
。

物
語
上
の
「
私
」
と
、
そ
れ
を
語
る
「
私
」
と
、
そ
の
語
り
方
を
意
識
す
る
「
私
」

と
。
「
桜
桃
」
は
、
少
な
く
と
も
こ
の
三
つ
の
水
準
を
意
識
し
て
読
む
必
要
が
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
、
さ
ら
に
細
分
化
し
て
捉
え
る
こ
と
も
で
き
る
。
吉
岡
真
緒
は
〈
四
つ

の
位
相
の
物
語
が
「
桜
桃
」
を
成
立
さ
せ
て
い
る
〉
と
考
え
て
い
る
。
す
な
わ
ち

（
１
）

〈
三
畳
間
物
語
―
三
畳
間
を
主
な
舞
台
と
し
〈
父
〉
と
「
母
」
が
直
接
や
り
と
り
す

る
物
語
〉
と
、
〈
メ
タ
三
畳
間
物
語
―
三
畳
間
物
語
に
つ
い
て
三
畳
間
を
離
れ
た
場

か
ら
メ
タ
レ
ベ
ル
の
解
説
を
す
る
物
語
〉
と
、
〈
「
私
」
物
語
―
「
私
」
と
名
乗
る

主
体
が
「
私
」
に
つ
い
て
語
る
物
語
〉
と
、
〈
「
書
き
手
」
―
小
説
「
桜
桃
」
の
書
き

手
と
し
て
物
語
に
造
形
さ
れ
て
い
る
主
体
。
小
説
の
署
名
者
「
太
宰
治
」
。
書
く
行

為
に
言
及
し
、
小
説
全
体
を
相
対
化
し
得
る
〉
と
い
う
四
つ
で
あ
る
。

た
だ
し
吉
岡
論
で
も
〈
截
然
と
切
り
離
す
こ
と
は
不
可
能
〉
で
あ
り
、〈
融
合
〉
し

て
い
る
部
分
が
認
め
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
厳
密
に
区
分
で
き
る
よ
う
に
は
し
つ
ら

え
ら
れ
て
は
い
な
い
。
む
し
ろ
、
少
な
く
と
も
上
記
の
三
層
に
は
分
け
ら
れ
る
に
も
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か
か
わ
ら
ず
、
ゆ
る
や
か
に
連
続
し
て
い
る
よ
う
に
も
受
け
取
ら
れ
る
と
こ
ろ
に
、

「
桜
桃
」
の
特
徴
が
あ
る
。

一
例
と
し
て
「
涙
の
谷
」
に
着
目
し
た
い
。
こ
の
言
葉
は
、
「
母
」
が
「
こ
の
、

お
乳
と
お
乳
の
あ
ひ
だ
に
、
…
…
涙
の
谷
、
…
…
」
と
述
べ
る
こ
と
に
始
ま
り
、
こ

の
短
い
小
説
に
、
実
に
六
度
も
出
て
く
る
。
反
復
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
い
か
に

「
私
」
に
と
っ
て
こ
の
言
葉
が
重
か
っ
た
の
か
が
一
目
瞭
然
と
な
っ
て
い
る
。
し
か

し
「
涙
の
谷
」
の
重
み
を
感
じ
取
っ
て
い
る
の
は
、
ど
の
水
準
の
「
私
」
だ
ろ
う
か
。

三
畳
間
で
妻
の
発
言
を
耳
に
し
て
い
る
彼
が
そ
こ
に
含
ま
れ
る
こ
と
は
間
違
い
あ
る

ま
い
。
た
だ
、
六
回
出
て
く
る
「
涙
の
谷
」
の
う
ち
、
三
度
は
こ
の
言
葉
だ
け
で
一

行
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
特
別
な
書
き
表
し
方
は
、
語
っ
て
い
る
「
私
」
の
内
面
を

に
じ
ま
せ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
語
り
手
は
、
「
夏
」
の
あ
る
夕

べ
の
「
三
畳
間
」
の
描
写
か
ら
語
り
出
し
て
「
涙
の
谷
」
と
い
う
妻
の
言
葉
を
耳
に

し
た
場
面
で
い
っ
た
ん
話
を
切
り
、
一
行
空
け
て
、「
私
は
家
庭
に
在
つ
て
は
、
い
つ

も
冗
談
を
言
つ
て
ゐ
る
」
と
異
な
る
水
準
に
移
行
し
て
か
ら
語
り
直
し
て
い
た
。
そ

の
た
め
語
っ
て
い
る
「
私
」
が
何
度
も
く
り
返
す
こ
と
で
、
当
時
の
状
況
を
反
芻
し

て
い
る
よ
う
に
も
読
め
る
。
さ
ら
に
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
本
文
に
は
こ
の
小
説
の

作
ら
れ
方
を
意
識
さ
せ
る
文
章
が
あ
っ
た
。
ゆ
え
に
、
上
記
の
よ
う
な
過
去
お
よ
び

現
在
の
「
私
」
の
想
い
が
読
者
に
伝
わ
る
よ
う
に
構
成
す
る
「
私
」
の
姿
も
浮
か
び

あ
が
る
の
で
あ
る
。

「
私
」
の
輪
郭
は
ゆ
ら
い
で
見
え
る
。
大
國
眞
希
は
そ
れ
を
〈
「
夫
婦
喧
嘩
を
し

て
い
る
場
面
の
「
私
」
と
そ
れ
を
「
夫
婦
喧
嘩
の
小
説
」
と
し
て
語
る
「
私
」
が
存

在
し
て
い
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
そ
の
よ
う
な
構
造
が
曖
昧
化
さ
れ
、
す
べ
て
を
「
太

宰
と
い
ふ
作
家
」
の
自
己
同
一
性
の
問
題
と
考
え
さ
せ
る
よ
う
な
語
り
を
し
て
い
る
〉

と
説
明
し
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
語
り
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
既
知
の
作
家
像
を
援
用

（
２
）

し
て
読
ま
れ
や
す
い
。
あ
く
ま
で
現
実
の
太
宰
の
話
と
し
て
読
め
ば
、
「
私
」
の
重

層
性
は
見
え
に
く
く
な
る
が
、
ゆ
ら
ぎ
が
気
に
な
る
こ
と
も
少
な
く
な
る
。
前
述
し

た
メ
タ
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
性
も
、
も
っ
ぱ
ら
書
き
手
と
し
て
の
作
家
の
イ
メ
ー
ジ
を
強

く
喚
起
す
る
こ
と
に
役
立
つ
だ
ろ
う
。

「
桜
桃
」
を
は
じ
め
、
太
宰
治
の
多
く
の
作
品
は
、
そ
の
よ
う
な
素
朴
な
楽
し
み

方
も
排
除
し
な
い
よ
う
に
作
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
同
時
に
〈
作
者
と
語
り
手
の

「
私
」
と
登
場
人
物
の
「
私
」
が
共
謀
し
て
話
を
は
ぐ
ら
か
し
て
い
く
面
白
さ
〉
（
曾

根
博
義
）
を
読
み
取
れ
る
こ
と
が
特
徴
で
あ
る
。
さ
ら
に
後
述
す
る
よ
う
に
、
そ
の

（
３
）

よ
う
に
複
数
の
楽
し
み
方
を
用
意
し
て
い
る
こ
と
自
体
が
「
奉
仕
」
で
あ
る
こ
と
を

意
識
さ
せ
る
構
成
に
も
な
っ
て
い
る
（
そ
れ
も
広
い
意
味
で
は
楽
し
み
方
の
一
つ
で

あ
る
）
。
こ
の
小
説
は
、
語
ら
れ
て
い
る
言
葉
を
ど
の
水
準
で
捉
え
、
応
じ
て
ゆ
く

か
に
よ
っ
て
、
表
情
を
大
き
く
変
え
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。

二

夫
婦
の
応
答

「
桜
桃
」
の
「
私
」
の
語
り
は
、
複
数
の
水
準
を
行
っ
た
り
来
た
り
し
て
い
る
。

同
時
に
、
物
語
の
主
要
登
場
人
物
と
し
て
の
「
私
」
が
微
細
に
心
情
を
変
化
さ
せ
続

け
て
い
る
。
そ
う
し
た
「
私
」
の
ゆ
ら
ぎ
は
、
過
去
の
「
桜
桃
」
論
で
も
く
み
と
ら

れ
て
き
た
。

作
品
発
表
後
間
も
な
い
時
期
に
、
花
田
清
輝
は
、
太
宰
は
〈
絶
え
ず
か
れ
の
視
線

を
内
部
に
む
か
っ
て
走
ら
せ
て
お
り
、
そ
の
容
易
に
と
ら
え
が
た
い
、
始
終
、
動
揺

し
つ
づ
け
て
い
る
も
の
の
姿
を
、
あ
る
が
ま
ま
に
、
で
き
る
だ
け
正
確
に
具
体
化
し

よ
う
と
努
め
て
い
た
〉
と
指
摘
し
て
い
た
。
こ
の
読
み
は
長
谷
川
泉
に
受
け
継
が
れ

（
４
）

る
。
長
谷
川
は
、
最
後
の
「
虚
勢
み
た
い
に
呟
」
か
れ
る
「
子
供
よ
り
も
親
が
大

事
」
と
い
う
発
言
が
〈
一
見
、
倨
傲
の
よ
う
で
あ
っ
て
、
含
羞
の
心
理
を
含
ん
で
い

る
〉
と
、
相
反
す
る
二
つ
の
感
情
を
読
み
取
っ
て
い
る
。
そ
の
後
の
研
究
に
お
い
て

（
５
）

も
、
〈
「
私
」
と
い
う
一
人
称
で
は
な
く
、
三
人
称
で
「
父
」
と
呼
ぶ
時
に
設
定
す

る
自
己
の
存
在
と
の
距
離
感
〉
に
代
表
さ
れ
る
〈
流
動
す
る
「
私
」
の
在
り
方
〉

（
関
谷
一
郎
）
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

（
６
）



語
り
の
ゆ
ら
ぎ
や
流
動
性
が
語
ら
れ
る
と
き
、
し
ば
し
ば
関
係
づ
け
ら
れ
て
き
た

の
が
、
主
人
公
と
し
て
の
「
私
」
の
自
己
同
一
性
の
不
安
定
さ
で
あ
る
。
そ
れ
は
呼

称
の
多
様
性
か
ら
う
か
が
わ
れ
る
。
こ
の
小
説
で
「
私
」
は
様
々
な
呼
ば
れ
方
を
し

て
い
る
。
「
親
」
「
父
」
「
お
父
さ
ん
」
「
太
宰
と
い
ふ
作
家
」
「
夫
」
「
お
れ
」
な
ど

で
あ
る
。
そ
れ
ら
の
呼
称
は
、
彼
の
社
会
的
役
割
に
応
じ
た
も
の
で
あ
る
。
「
私
」

は
あ
る
と
き
は
「
父
」
、
あ
る
と
き
は
「
夫
」
、
ま
た
あ
る
と
き
は
「
作
家
」
で
あ

る
こ
と
を
求
め
ら
れ
る
。
「
親
」
「
父
」
「
お
父
さ
ん
」
は
ほ
ぼ
重
な
る
が
、
差
異
も

あ
る
。
「
親
」
は
妻
を
含
ん
だ
複
数
形
の
一
人
称
と
し
て
使
わ
れ
て
い
る
。
「
父
」

と
「
お
父
さ
ん
」
で
は
、
子
供
と
い
う
聞
き
手
を
想
定
さ
れ
て
い
る
か
ど
う
か
が
異

な
る
。

複
数
の
役
割
を
、
時
と
場
合
に
応
じ
て
、
適
切
に
ふ
る
ま
う
こ
と
。
そ
の
要
請
は
、

人
が
社
会
生
活
を
営
む
以
上
、
当
然
の
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
「
私
」
は
そ
の
要
請

を
束
縛
と
感
じ
て
い
る
。
だ
か
ら
「
生
き
る
と
い
ふ
事
は
、
た
い
へ
ん
な
事
だ
。
あ

ち
こ
ち
か
ら
鎖
が
か
ら
ま
つ
て
ゐ
て
、
少
し
で
も
動
く
と
、
血
が
噴
き
出
す
」
と
述

べ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
う
し
た
「
私
」
が
妻
と
い
さ
か
い
を
起
こ
す
、
冒
頭
の
、
家
族
で
夕
食
を
囲
む

場
面
を
検
討
し
た
い
。

夏
、
家
族
全
部
三
畳
間
に
集
り
、
大
に
ぎ
や
か
、
大
混
雑
の
夕
食
を
し
た
た

め
、
父
は
タ
オ
ル
で
や
た
ら
に
顔
の
汗
を
拭
き
、

「
め
し
食
つ
て
大
汗
か
く
も
げ
び
た
事
、
と
柳
多
留
に
あ
つ
た
け
れ
ど
も
、
ど

う
も
、
こ
ん
な
に
子
供
た
ち
が
う
る
さ
く
て
は
、
い
か
に
お
上
品
な
お
父
さ
ん

と
雖
も
、
汗
が
流
れ
る
。
」

と
、
ひ
と
り
ぶ
つ
ぶ
つ
不
平
を
言
ひ
出
す
。

母
は
、
一
歳
の
次
女
に
お
つ
ぱ
い
を
含
ま
せ
な
が
ら
、
さ
う
し
て
、
お
父
さ

ん
と
長
女
と
長
男
の
お
給
仕
を
す
る
や
ら
、
子
供
た
ち
の
こ
ぼ
し
た
も
の
を
拭

く
や
ら
、
拾
ふ
や
ら
、
鼻
を
か
ん
で
や
る
や
ら
、
八
面
六
臂
の
す
さ
ま
じ
い
働

き
を
し
て
、

「
お
父
さ
ん
は
、
お
鼻
に
一
ば
ん
汗
を
お
か
き
に
な
る
や
う
ね
。
い
つ
も
、
せ

は
し
く
お
鼻
を
拭
い
て
い
ら
つ
し
や
る
。
」

父
は
苦
笑
し
て
、

「
そ
れ
ぢ
や
、
お
前
は
ど
こ
だ
。
内
股
か
ね
？
」

「
お
上
品
な
お
父
さ
ん
で
す
こ
と
。
」

「
い
や
、
何
も
お
前
、
医
学
的
な
話
ぢ
や
な
い
か
。
上
品
も
下
品
も
無
い
。
」

「
私
は
ね
、
」

と
母
は
少
し
ま
じ
め
な
顔
に
な
り
、

「
こ
の
、
お
乳
と
お
乳
の
あ
ひ
だ
に
、
…
…
涙
の
谷
、
…
…
」

涙
の
谷
。

父
は
黙
し
て
、
食
事
を
つ
づ
け
た
。

「
私
」
は
こ
こ
で
「
お
父
さ
ん
」
と
し
て
の
不
満
を
述
べ
る
こ
と
で
、
「
大
に
ぎ

や
か
」
に
過
ぎ
る
子
供
た
ち
を
た
し
な
め
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
し
か
し
彼
は
子

供
た
ち
を
叱
ろ
う
と
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
「
ひ
と
り
ぶ
つ
ぶ
つ
」
つ
ぶ
や
い

て
い
る
だ
け
で
あ
る
。
「
子
供
よ
り
も
、
そ
の
親
の
は
う
が
弱
い
」
と
い
い
、
「
極

端
な
小
心
者
」
で
も
あ
る
彼
は
、
子
供
た
ち
に
さ
え
遠
慮
し
て
お
り
、
明
確
に
対
立

す
る
こ
と
を
好
ま
な
い
。
一
方
で
、
「
お
上
品
な
お
父
さ
ん
」
と
い
う
大
仰
な
一
人

称
が
用
い
ら
れ
た
背
景
に
は
、
不
満
を
個
と
し
て
の
自
分
と
直
接
的
に
結
び
つ
け
る

こ
と
を
避
け
る
こ
と
で
、
距
離
を
置
い
て
捉
え
直
そ
う
と
し
て
い
る
面
も
あ
っ
た
は

ず
で
あ
る
。

し
か
し
子
供
た
ち
は
反
応
を
示
さ
な
い
。
「
柳
多
留
」
を
引
用
し
な
が
ら
独
り
言

の
よ
う
に
発
せ
ら
れ
る
「
お
父
さ
ん
」
の
発
言
は
、
彼
ら
に
は
理
解
し
が
た
か
っ
た

と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
を
受
け
止
め
ら
れ
る
の
は
妻
だ
け
で
あ
る
。
た
だ
し
妻
の
耳
に

害44害
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夫
の
言
葉
は
、
子
供
た
ち
を
静
か
に
さ
せ
ら
れ
な
い
こ
と
へ
の
批
判
と
し
て
響
い
て

い
る
可
能
性
が
あ
る
。
し
か
し
、
三
人
の
幼
児
の
世
話
を
一
任
さ
れ
て
い
る
彼
女
に
、

こ
の
う
え
子
供
た
ち
を
大
人
し
く
さ
せ
ら
れ
る
余
裕
は
な
い
。

一
方
で
、
妻
に
は
食
卓
で
「
お
父
さ
ん
」
を
孤
立
さ
せ
た
く
な
い
と
い
う
気
遣
い

が
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
妻
は
、
「
お
父
さ
ん
」
の
発
言
を
受
け
止
め
つ
つ
、
そ
の
一
部

を
子
供
た
ち
も
反
応
し
や
す
い
も
の
に
方
向
付
け
よ
う
と
す
る
。
「
お
父
さ
ん
は
、

お
鼻
に
一
ば
ん
汗
を
お
か
き
に
な
る
や
う
ね
」
。
た
し
か
に
、
こ
の
彼
女
の
発
言
に

対
し
て
も
、
子
供
た
ち
の
反
応
は
描
か
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
何
を
話
し
て
い
る
の

か
は
、
少
な
く
と
も
七
歳
の
長
女
に
は
わ
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
彼

女
の
発
言
は
家
族
に
開
か
れ
て
い
る
。

し
か
し
子
供
た
ち
の
騒
々
し
さ
で
は
な
く
、
自
分
の
汗
の
話
だ
け
を
取
り
あ
げ
ら

れ
て
は
、
「
私
」
の
「
不
平
」
は
解
消
さ
れ
な
い
。
そ
の
た
め
矛
先
は
妻
へ
と
向

か
っ
て
ゆ
く
。
彼
は
「
お
父
さ
ん
」
と
い
う
子
供
た
ち
を
前
提
と
し
て
い
た
は
ず
の

会
話
に
「
お
前
は
ど
こ
だ
」
と
、
「
お
母
さ
ん
」
で
は
な
く
「
お
前
」
を
出
す
。
親

子
関
係
に
代
わ
っ
て
、
夫
婦
関
係
を
前
景
化
さ
せ
る
の
で
あ
る
。

「
お
上
品
な
お
父
さ
ん
で
す
こ
と
」
と
応
え
る
妻
は
、
夫
の
言
葉
を
、
家
族
で
食

卓
を
囲
む
場
に
ふ
さ
わ
し
く
な
い
も
の
と
し
て
退
け
て
い
る
。
下
品
な
発
言
を
真
っ

向
か
ら
否
定
す
る
の
で
は
な
く
、
「
お
上
品
な
」
と
い
う
正
反
対
の
、
先
に
夫
が

使
っ
た
言
葉
を
再
利
用
す
る
こ
と
で
、
ユ
ー
モ
ア
を
出
し
、
角
が
立
た
な
い
よ
う
に

配
慮
も
し
て
い
る
。
同
時
に
、
彼
女
は
「
お
父
さ
ん
」
と
い
う
語
を
使
う
こ
と
で
、

夫
婦
で
は
な
く
家
族
の
会
話
に
戻
そ
う
と
し
て
い
る
。
彼
女
の
「
八
面
六
臂
の
す
さ

ま
じ
い
働
き
」
に
は
、
こ
う
し
た
表
面
に
あ
ら
わ
れ
な
い
配
慮
も
含
ま
れ
て
い
る
。

し
か
し
夫
は
「
い
や
、
何
も
お
前
」
と
夫
婦
関
係
を
前
景
化
さ
せ
続
け
る
。
そ
の

た
め
妻
も
「
私
は
ね
」
と
、
個
と
し
て
語
り
出
さ
ざ
る
を
得
な
く
な
る
。
す
る
と
今

度
は
夫
が
上
手
く
応
じ
ら
れ
な
く
な
る
。

「
涙
の
谷
」
は
、
後
で
触
れ
る
エ
ピ
グ
ラ
フ
と
同
じ
く
、
聖
書
の
「
詩
篇
」
か
ら

引
用
さ
れ
た
言
葉
で
あ
る
。
詩
篇
第
八
四
篇
六
節
に
〈
か
れ
ら
は
涙
の
谷
を
す
ぐ
れ

ど
も
其
処
を
お
ほ
く
の
泉
あ
る
と
こ
ろ
と
な
す
〉
と
あ
る
。
妻
が
「
お
乳
と
お
乳
の

あ
ひ
だ
」
を
流
れ
る
汗
を
「
涙
の
谷
」
に
た
と
え
る
の
は
、
幼
い
子
供
た
ち
を
育
て

る
苦
難
を
、
幸
福
に
至
る
道
だ
と
考
え
た
い
か
ら
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
最
初
の
夫
の

発
言
と
同
じ
よ
う
に
、
大
人
に
し
か
理
解
で
き
な
い
表
現
は
、
配
偶
者
へ
の
「
あ
て

つ
け
る
気
持
」
と
し
て
伝
わ
り
や
す
い
。
苦
難
の
表
明
は
「
私
」
を
、
そ
こ
ま
で
妻

を
追
い
詰
め
て
い
る
の
は
夫
だ
と
い
う
事
実
に
直
面
さ
せ
る
。
間
接
的
な
批
判
と
受

け
取
ら
れ
る
言
葉
を
、
先
に
夫
が
妻
に
、
今
度
は
妻
が
夫
に
発
し
た
形
に
な
る
。

「
涙
の
谷
」
が
「
夫
婦
喧
嘩
」
の
「
導
火
線
」
だ
と
言
わ
れ
る
ゆ
え
ん
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
決
定
的
だ
っ
た
の
は
「
涙
の
谷
」
と
い
う
一
語
で
あ
っ
た
と
し
て

も
、
そ
の
前
か
ら
「
夫
婦
喧
嘩
」
は
用
意
さ
れ
て
い
た
。
描
か
れ
て
い
る
の
は
日
常

的
な
応
答
に
過
ぎ
な
い
。
し
か
し
そ
の
何
気
な
さ
そ
う
な
や
り
と
り
の
な
か
に
、
互

い
を
傷
つ
け
、
脅
か
す
要
素
が
あ
る
こ
と
が
浮
き
彫
り
に
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

三

空
所
と
し
て
の
子
供

語
り
手
は
、
当
時
の
「
私
」
に
内
的
焦
点
化
す
る
こ
と
が
多
い
。
そ
の
た
め
彼
の

心
の
内
は
よ
く
わ
か
る
。
一
般
に
そ
の
よ
う
な
語
り
方
は
、
「
私
」
へ
の
共
感
や
同

情
を
促
し
や
す
い
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
「
家
事
に
は
全
然
、
無
能
」
で
「
配
給

や
登
録
の
事
だ
つ
て
、
知
ら
な
い
の
で
は
な
い
、
知
る
ひ
ま
が
無
い
の
だ
」
と
開
き

直
る
「
私
」
は
、
反
発
を
招
く
可
能
性
も
少
な
く
な
い
。
彼
は
そ
の
こ
と
を
自
覚
し

て
い
る
。
そ
れ
は
次
の
よ
う
に
、
外
的
焦
点
化
し
て
語
ら
れ
た
部
分
か
ら
も
明
ら
か

で
あ
る
。

仕
事
部
屋
に
お
弁
当
を
持
つ
て
出
か
け
て
、
そ
れ
つ
き
り
一
週
間
も
御
帰
宅
に

な
ら
な
い
事
も
あ
る
。
仕
事
、
仕
事
、
と
い
つ
も
騒
い
で
ゐ
る
け
れ
ど
も
、
一

日
に
二
、
三
枚
く
ら
ゐ
し
か
お
出
来
に
な
ら
な
い
や
う
で
あ
る
。
あ
と
は
、
酒
。



飲
み
す
ぎ
る
と
、
げ
つ
そ
り
痩
せ
て
し
ま
つ
て
寝
込
む
。
そ
の
う
へ
、
あ
ち
こ

ち
に
若
い
女
の
友
達
な
ど
も
あ
る
様
子
だ
。

語
り
手
は
「
私
」
を
こ
の
よ
う
な
「
た
た
け
ば
た
た
く
ほ
ど
、
い
く
ら
で
も
ホ
コ

リ
の
出
さ
う
な
男
」
と
客
体
化
し
て
も
捉
え
て
い
る
。
そ
こ
に
は
「
私
」
が
「
私
」

を
突
き
放
し
て
描
く
こ
と
に
よ
る
、
自
虐
的
な
滑
稽
さ
が
生
ま
れ
て
い
る
。
そ
れ
を

「
道
化
」
と
呼
ぶ
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
。

注
意
し
て
お
き
た
い
の
は
、
本
来
そ
れ
は
語
り
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
て
い
る
効

果
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
前
に
述
べ
た
よ
う
に
、
こ
の
小
説
に
お
い
て
、

語
り
の
水
準
に
お
け
る
「
私
」
と
物
語
の
水
準
に
お
け
る
「
私
」
と
の
境
界
は
見
定

め
が
た
い
。
そ
の
た
め
語
り
が
生
み
出
し
た
効
果
は
、
主
人
公
と
し
て
の
「
私
」
の

受
容
に
も
影
響
を
与
え
る
。
い
わ
ば
、
語
り
の
滑
稽
さ
が
、
主
人
公
で
あ
る
彼
の

〈
可
愛
げ
〉
と
し
て
受
け
取
ら
れ
や
す
く
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

一
方
で
、
こ
こ
で
も
無
視
で
き
な
い
の
は
、
そ
う
し
た
読
み
も
で
き
る
よ
う
に
し

つ
ら
え
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
物
語
上
の
「
私
」
に
対
す
る
語
る
「
私
」

の
「
道
化
」
的
な
ふ
る
ま
い
は
、
「
こ
の
小
説
」
を
意
識
し
て
い
る
「
私
」
の
読
者

に
対
す
る
「
奉
仕
」
で
も
あ
る
。
そ
の
こ
と
に
気
づ
く
と
、
読
者
の
笑
い
は
苦
み
を

帯
び
て
ゆ
く
だ
ろ
う
。
「
奉
仕
」
す
る
こ
と
の
苦
痛
を
面
白
お
か
し
く
訴
え
る
、
そ

の
こ
と
が
ま
さ
に
「
私
」
の
「
奉
仕
」
で
あ
り
、
読
者
が
楽
し
む
か
ら
、
そ
の
サ
イ

ク
ル
を
終
わ
ら
せ
ら
れ
な
い
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
て
く
る
か
ら
で
あ
る
。

そ
の
よ
う
に
ゆ
ら
ぐ
「
私
」
と
対
照
的
な
存
在
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
き
た
の

が
妻
で
あ
る
。
夫
の
「
私
」
に
内
的
焦
点
化
し
て
語
ら
れ
が
ち
な
「
桜
桃
」
で
は
、

彼
女
の
内
面
は
明
示
さ
れ
な
い
。
「
言
ふ
こ
と
に
、
い
つ
も
、
つ
め
た
い
自
信
を
持

つ
て
ゐ
た
」
「
母
も
精
一
ぱ
い
の
努
力
で
生
き
て
ゐ
る
の
だ
ら
う
が
」
な
ど
と
「
私
」

に
推
測
さ
れ
る
程
度
で
、
ほ
と
ん
ど
空
所
と
し
て
あ
る
。

そ
れ
で
も
、
あ
る
い
は
だ
か
ら
こ
そ
、
妻
は
「
私
」
を
相
対
化
す
る
手
が
か
り
に

な
る
。
鶴
谷
憲
三
は
、
「
私
」
に
と
っ
て
妻
は
〈
他
者
〉
で
あ
る
と
し
て
、
〈
冷
た
い

自
信
〉
に
満
ち
、
不
動
の
巌
の
よ
う
な
〈
他
者
〉
の
前
に
表
面
的
に
は
黙
し
、
内
面

で
た
だ
〈
私
〉
は
ひ
た
す
ら
流
動
し
、
揺
れ
続
け
る
の
み
で
あ
る
〉
と
述
べ
て
い

る
。
妻
は
「
私
」
の
前
に
立
ち
は
だ
か
り
、
そ
の
内
面
の
ゆ
れ
を
際
立
た
せ
る
対
立

（
７
）

的
な
存
在
だ
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

も
っ
と
も
、
「
私
」
か
ら
離
れ
て
作
中
世
界
を
把
握
す
る
手
が
か
り
を
提
供
す
る

役
目
を
担
う
存
在
は
、
妻
ば
か
り
で
は
な
い
。
「
三
畳
間
」
に
は
子
供
た
ち
も
い
た
。

語
り
手
は
子
供
た
ち
の
「
ご
機
嫌
」
を
「
常
に
」
う
か
が
っ
て
い
る
と
い
う
。
長
男

に
つ
い
て
は
「
し
ば
し
ば
発
作
的
に
、
こ
の
子
を
抱
い
て
川
に
飛
び
込
み
死
ん
で
し

ま
ひ
た
く
思
ふ
」
と
い
う
。
そ
う
思
っ
た
こ
と
さ
え
あ
る
と
い
う
の
で
は
な
く
、

「
し
ば
し
ば
」
そ
う
思
う
と
さ
え
述
べ
て
い
る
。
し
か
し
語
り
手
は
、
以
上
の
よ
う

な
自
分
の
心
の
動
き
を
見
つ
め
る
こ
と
に
は
熱
心
で
あ
る
が
、
当
の
子
供
た
ち
の
反

応
に
は
意
外
に
無
関
心
で
あ
る
。

先
に
も
触
れ
た
よ
う
に
、
四
歳
の
長
男
と
一
歳
の
次
女
は
と
も
か
く
、
七
歳
の
長

女
に
は
、「
夫
婦
喧
嘩
」
や
父
の
外
出
に
つ
い
て
思
う
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
に
ち
が
い
な

い
。
た
と
え
ば
、
約
一
年
前
に
太
宰
治
が
発
表
し
た
「
父
」
（
「
人
間
」
一
九
四
七
・

四
）
の
語
り
手
は
「
家
の
者
は
、
私
に
気
づ
か
ぬ
振
り
を
し
て
ゐ
た
が
、
そ
の
傍
に

立
つ
て
ゐ
る
上
の
女
の
子
は
、
私
を
見
つ
け
た
。
女
の
子
は
、
母
の
真
似
を
し
て
、

小
さ
い
白
い
ガ
ー
ゼ
の
マ
ス
ク
を
し
て
、
さ
う
し
て
白
昼
、
酔
つ
て
へ
ん
な
お
ば
さ

ん
と
歩
い
て
ゐ
る
父
の
は
う
へ
走
つ
て
来
さ
う
な
気
配
を
示
し
、
父
は
息
の
根
の
と

ま
る
思
ひ
を
し
た
が
」
と
、
父
の
ふ
る
ま
い
を
見
つ
め
る
少
女
の
姿
を
印
象
的
に
描

い
て
い
た
。
し
か
し
「
桜
桃
」
の
「
私
」
は
そ
こ
ま
で
娘
を
意
識
し
て
い
な
い
。

「
三
畳
間
」
で
共
に
食
卓
を
囲
み
、
両
親
の
応
答
に
間
近
で
接
し
て
い
た
長
女
に
は
、

事
態
は
ど
の
よ
う
に
見
え
て
い
た
で
あ
ろ
う
か
。
語
ら
れ
な
い
彼
女
の
心
情
を
推
し

量
る
こ
と
も
、
「
私
」
を
離
れ
て
見
直
す
助
け
に
な
る
は
ず
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
子
供
に
関
心
を
向
け
る
と
、
妻
は
「
私
」
と
単
純
に
対
立
す
る
存
在

害46害
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に
は
見
え
な
く
な
る
。
こ
の
小
説
の
「
私
」
に
と
っ
て
、
妻
は
子
供
た
ち
に
対
す
る

「
親
」
と
し
て
、
大
切
な
パ
ー
ト
ナ
ー
で
あ
る
。
先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
語
り
手

が
妻
だ
け
に
内
的
焦
点
化
す
る
こ
と
は
な
い
。
し
か
し
夫
婦
／
親
と
し
て
言
及
さ
れ

る
際
に
は
、
「
夫
婦
は
互
ひ
に
相
手
の
苦
痛
を
知
つ
て
ゐ
る
の
だ
が
、
そ
れ
に
、
さ

は
ら
な
い
や
う
に
努
め
て
」
と
い
う
よ
う
に
、
彼
女
の
心
の
内
も
語
ら
れ
る
。
夫
婦

に
は
共
有
さ
れ
て
い
る
部
分
が
あ
る
。

そ
し
て
内
海
紀
子
が
〈
父
―
夫
―
私
と
小
刻
み
に
変
転
す
る
呼
称
は
そ
れ
ぞ
れ
母

―
妻
―
女
房
を
す
ぐ
後
に
伴
い
、
い
わ
ば
両
者
が
き
ま
じ
め
に
対
を
構
成
し
て
い
る
〉

と
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
彼
女
も
「
母
」
で
あ
り
「
妻
」
で
あ
り
「
お
れ
」
に
対

（
８
）

す
る
「
お
前
」
で
あ
り
、
「
妹
」
に
対
す
る
〈
姉
〉
で
あ
り
、
家
事
を
預
か
る
〈
主

婦
〉
で
も
あ
る
。
だ
と
す
れ
ば
、
夫
婦
は
似
通
っ
た
存
在
と
し
て
も
捉
え
る
べ
き
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。
つ
ま
り
、
彼
女
も
複
数
の
立
場
の
狭
間
で
ゆ
れ
て
い
た
り
、
言

い
た
い
こ
と
を
言
え
な
い
で
い
た
り
す
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

「
仕
事
部
屋
の
は
う
へ
、
出
か
け
た
い
ん
だ
け
ど
。
」

「
こ
れ
か
ら
で
す
か
？
」

「
さ
う
。
ど
う
し
て
も
、
今
夜
の
う
ち
に
書
上
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
仕
事
が

あ
る
ん
だ
。
」

そ
れ
は
、
嘘
で
な
か
つ
た
。
し
か
し
、
家
の
中
の
憂
鬱
か
ら
、
の
が
れ
た
い

気
も
あ
つ
た
の
で
あ
る
。

「
今
夜
は
、
私
、
妹
の
と
こ
ろ
へ
行
つ
て
来
た
い
と
思
つ
て
ゐ
る
の
で
す
け
ど
。」

二
人
の
発
言
は
、
共
に
文
末
に
「
け
ど
」
を
伴
う
。
相
手
に
配
慮
し
て
、
自
分
の

主
張
を
や
わ
ら
げ
な
が
ら
伝
え
よ
う
と
す
る
表
現
を
、
二
人
は
互
い
に
用
い
な
が
ら

応
答
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
の
よ
う
に
思
い
を
巡
ら
せ
て
み
た
と
き
、
「
私
」
が
抱
え
て
い
る
問
題
は
、
一

個
人
に
留
ま
ら
な
い
広
が
り
を
持
つ
は
ず
で
あ
る
。
で
は
、
「
私
」
が
抱
え
て
い
る

問
題
と
は
何
か
。

四

口
ご
も
る
こ
と

妻
の
「
涙
の
谷
」
と
い
う
言
葉
に
対
し
て
、
「
三
畳
間
」
に
い
る
「
私
」
は
「
黙

し
て
、
食
事
を
つ
づ
け
た
」
。
も
っ
と
も
「
桜
桃
」
の
「
私
」
は
、
日
頃
か
ら
何
か

と
「
沈
黙
」
し
が
ち
な
よ
う
で
あ
る
。
「
冗
談
を
言
つ
て
切
り
か
へ
さ
う
と
思
つ
て

も
、
と
つ
さ
に
う
ま
い
言
葉
が
浮
ば
ず
、
黙
し
つ
づ
け
る
」
「
さ
う
し
て
私
は
沈
黙

す
る
」
「
父
は
ま
た
黙
し
た
」
「
黙
つ
て
立
つ
て
」
な
ど
、
彼
は
こ
の
短
い
小
説
で
何

度
も
黙
り
こ
む
。

な
る
ほ
ど
普
段
の
彼
は
む
し
ろ
饒
舌
で
あ
る
。
「
家
庭
に
在
つ
て
は
、
い
つ
も
冗

談
を
言
つ
て
ゐ
る
」
と
い
う
彼
は
、
「
家
庭
に
於
い
て
も
、
絶
え
ず
冗
談
を
言
ひ
、

薄
氷
を
踏
む
思
ひ
で
冗
談
を
言
ひ
」
「
父
が
冗
談
を
言
へ
ば
」
「
馬
鹿
げ
た
冗
談
ば
か

り
言
つ
て
ゐ
る
」
な
ど
と
、
語
り
手
は
く
り
返
し
「
私
」
が
日
常
的
に
ふ
ざ
け
た
発

言
を
し
て
い
る
こ
と
を
強
調
す
る
。
た
だ
し
「
私
」
が
口
に
す
る
「
冗
談
」
は
、
核

心
に
触
れ
ら
れ
ぬ
た
め
に
煙
幕
を
張
る
よ
う
な
ふ
る
ま
い
で
あ
る
。
ご
ま
か
し
が
許

さ
れ
な
い
領
域
に
入
っ
て
き
た
と
き
に
は
力
を
失
う
。

そ
し
て
「
冗
談
」
と
「
沈
黙
」
の
間
に
は
「
呟
き
」
が
あ
る
。
「
ひ
と
り
ぶ
つ
ぶ

つ
不
平
を
言
ひ
出
す
」
こ
と
に
始
ま
り
、
「
母
の
機
嫌
を
損
じ
な
い
や
う
に
、
お
つ

か
な
び
つ
く
り
、
ひ
と
り
ご
と
の
や
う
に
呟
く
」
が
、
不
調
に
終
わ
っ
た
の
で
「
父

は
、
さ
う
心
の
中
で
呟
」
く
よ
う
に
、
実
際
に
は
発
話
で
き
な
く
な
っ
た
彼
は
、
最

後
も
「
心
の
中
で
虚
勢
み
た
い
に
呟
く
」
こ
と
に
な
る
。

ふ
り
返
っ
て
み
れ
ば
、
「
子
供
よ
り
親
が
大
事
」
と
い
う
言
葉
は
、
決
ま
っ
て

「
と
思
ひ
た
い
」
「
虚
勢
み
た
い
」
と
い
っ
た
留
保
を
伴
っ
て
発
せ
ら
れ
て
い
た
。

議
論
に
お
い
て
「
相
手
の
確
信
の
強
さ
、
自
己
肯
定
の
す
さ
ま
じ
さ
に
圧
倒
せ
ら
れ

る
」
ば
か
り
で
あ
る
と
い
う
「
私
」
は
、
言
葉
を
強
く
、
大
声
で
発
す
る
こ
と
が
で



き
な
い
。

こ
う
し
た
口
ご
も
り
つ
つ
言
葉
を
発
し
よ
う
と
い
う
姿
勢
は
、
物
語
中
の
「
私
」

だ
け
の
も
の
で
は
な
く
、
語
り
手
に
共
通
す
る
も
の
で
あ
る
。
語
り
手
も
「
く
ど
く

ど
と
、
あ
ち
こ
ち
持
つ
て
ま
は
つ
た
書
き
方
」
を
し
て
き
た
の
で
あ
る
。
大
國
眞
希

前
掲
論
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
〈
語
り
手
は
、
語
り
得
な
い
こ
と
に
対
し
て
充
分
に

意
識
的
で
あ
る
〉
。
そ
れ
は
「
父
」
に
お
け
る
、
「
義
」
を
め
ぐ
る
次
の
叙
述
に
通

じ
る
も
の
だ
。

そ
れ
は
、
た
し
か
に
、
盗
人
の
三
分
の
理
に
も
似
て
ゐ
る
が
、
し
か
し
、
私

の
胸
の
奥
の
白
絹
に
、
何
や
ら
こ
ま
か
い
文
字
が
一
ぱ
い
に
書
か
れ
て
ゐ
る
。

そ
の
文
字
は
、
何
で
あ
る
か
、
私
に
も
は
つ
き
り
読
め
な
い
。
た
と
へ
ば
、
十

匹
の
蟻
が
、
墨
汁
の
海
か
ら
這
ひ
上
つ
て
、
さ
う
し
て
白
絹
の
上
を
か
さ
か
さ

と
小
さ
い
音
を
た
て
て
歩
き
廻
り
、
何
や
ら
こ
ま
か
く
、
ほ
そ
く
、
墨
の
足
跡

を
ゑ
が
き
印
し
散
ら
し
た
み
た
い
な
、
そ
ん
な
工
合
ひ
の
、
幽
か
な
、
く
す
ぐ

つ
た
い
文
字
。
そ
の
文
字
が
、
全
部
判
読
で
き
た
な
ら
ば
、
私
の
立
場
の

「
義
」
の
意
味
も
、
明
白
に
皆
に
説
明
で
き
る
や
う
な
気
が
す
る
の
だ
け
れ
ど

も
、
そ
れ
が
な
か
な
か
、
や
や
こ
し
く
、
む
づ
か
し
い
の
で
あ
る
。

は
っ
き
り
と
語
れ
な
い
。
そ
れ
は
、
わ
か
り
や
す
い
言
葉
に
翻
訳
さ
れ
る
と
た
ち

ま
ち
実
態
に
そ
ぐ
わ
な
く
な
っ
て
し
ま
う
、
繊
細
な
も
の
を
重
視
し
て
い
る
か
ら
で

あ
る
。

「
涙
の
谷
」
が
反
復
さ
れ
る
こ
と
も
、
そ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
見
直
さ
れ
る
べ
き

で
あ
ろ
う
。
「
涙
の
谷
」
は
、
当
初
は
妻
が
自
ら
の
苦
難
を
強
調
す
る
言
葉
と
し
て

あ
っ
た
。
し
か
し
語
り
手
が
地
の
文
で
く
り
返
し
て
ゆ
く
こ
と
で
、
異
な
る
意
味
を

帯
び
て
ゆ
く
。
そ
の
意
味
は
十
分
に
説
明
さ
れ
て
い
な
い
。
が
、
「
涙
の
谷
」
を
め

ぐ
る
夫
婦
、
あ
る
い
は
家
族
の
葛
藤
を
描
く
こ
と
そ
の
も
の
が
、
語
り
手
に
と
っ
て

や
は
り
苦
難
で
は
あ
る
も
の
の
、
〈
お
ほ
く
の
泉
あ
る
と
こ
ろ
〉
へ
た
ど
り
着
く
方

法
だ
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
よ
う
に
見
直
す
価
値
は
あ
る
は
ず
で
あ
る
。

「
桜
桃
」
に
は
、
「
わ
れ
、
山
に
む
か
ひ
て
、
目
を
挙
ぐ
。

詩
篇
、
第
百
二

十
一
。
」
と
い
う
エ
ピ
グ
ラ
フ
が
付
い
て
い
る
。
聖
書
に
お
い
て
、
「
わ
れ
、
山
に
む

か
ひ
て
、
目
を
挙
ぐ
」
の
次
に
は
、
「
わ
が
扶
助
は
い
づ
こ
よ
り
き
た
る
や
」
と
い

う
言
葉
が
続
く
。
曾
根
博
義
は
前
掲
論
で
、
〈
何
処
か
ら
か
の
「
扶
助
」
を
求
め
て

い
る
〉
と
指
摘
し
て
い
る
。
し
か
し
む
し
ろ
、
希
求
が
暗
示
さ
れ
な
が
ら
も
言
葉
に

さ
れ
て
い
な
い
こ
と
に
「
桜
桃
」
の
特
色
を
読
む
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
と
は

い
え
、
そ
れ
を
〈
救
い
を
拒
否
す
る
太
宰
の
厳
し
い
心
情
〉
（
奥
野
健
男
）
と
読
む

（
９
）

こ
と
も
単
純
に
過
ぎ
よ
う
。
「
扶
助
」
は
欲
し
い
。
だ
が
そ
れ
を
言
葉
に
す
る
こ
と

は
、
虫
が
良
す
ぎ
る
よ
う
で
た
め
ら
わ
れ
る
。
だ
か
ら
口
ご
も
る
。

し
か
し
、
父
は
、
大
皿
に
盛
ら
れ
た
桜
桃
を
、
極
め
て
ま
づ
さ
う
に
食
べ
て

は
種
を
吐
き
、
食
べ
て
は
種
を
吐
き
、
食
べ
て
は
種
を
吐
き
、
さ
う
し
て
心
の

中
で
虚
勢
み
た
い
に
呟
く
言
葉
は
、
子
供
よ
り
も
親
が
大
事
。

桜
桃
の
皮
に
触
れ
る
。
実
を
噛
む
。
種
を
含
む
。
吐
く
。
「
私
」
の
口
は
実
に
忙

し
く
動
い
て
い
る
。
し
か
し
言
葉
は
音
声
に
な
ら
な
い
。
た
だ
、
語
り
手
は
そ
う
し

た
様
子
そ
の
も
の
は
丹
念
に
描
く
。
胸
中
を
か
け
め
ぐ
る
言
葉
を
発
す
る
手
前
で
た

め
ら
っ
た
「
私
」
を
描
く
。
そ
れ
が
「
桜
桃
」
と
い
う
名
の
小
説
と
し
て
紡
が
れ
、

差
し
出
さ
れ
る
。
そ
れ
は
、
小
説
の
作
ら
れ
方
を
意
識
す
る
「
私
」
が
、
性
急
に
言

語
化
し
て
し
ま
う
と
別
の
も
の
に
変
容
し
て
し
ま
う
思
い
を
提
示
し
よ
う
と
し
て
い

る
か
ら
で
あ
る
。

と
は
い
え
、
そ
の
よ
う
に
「
私
」
が
抑
制
し
た
態
度
を
貫
く
た
め
に
、
読
者
の
受

容
は
一
定
の
方
向
に
誘
導
さ
れ
て
い
る
と
い
う
よ
り
、
さ
ま
ざ
ま
な
形
が
許
容
さ
れ

る
こ
と
に
な
る
。
主
人
公
と
し
て
の
「
私
」
の
主
張
や
生
活
に
、
素
朴
に
共
感
し
た

害48害
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り
、
反
感
を
抱
い
た
り
す
る
こ
と
。
語
り
の
、
自
分
の
ダ
メ
さ
を
突
き
放
し
て
描
く

滑
稽
さ
を
笑
っ
た
り
、
逆
に
ダ
メ
さ
を
滑
稽
に
描
く
こ
と
の
甘
え
を
批
判
し
た
り
す

る
こ
と
。
そ
う
し
た
多
様
な
読
み
を
誘
発
す
る
し
か
け
こ
そ
「
奉
仕
」
で
あ
っ
て
、

そ
の
「
奉
仕
」
に
腐
心
す
る
あ
ま
り
彼
が
追
い
こ
ま
れ
て
い
る
と
い
う
構
造
を
重
視

す
る
こ
と
。
妻
や
子
供
の
立
場
か
ら
読
み
直
す
こ
と
。
「
桜
桃
」
の
象
徴
的
な
意
味

に
思
い
を
馳
せ
る
こ
と
。
語
れ
な
い
こ
と
の
強
調
に
よ
っ
て
何
を
伝
え
よ
う
と
し
て

い
る
の
か
を
探
る
こ
と
。
ゆ
ら
ぐ
「
私
」
の
声
の
ど
こ
に
照
準
を
合
わ
せ
て
解
釈
す

る
か
に
よ
っ
て
、
い
ず
れ
の
読
み
方
も
相
応
の
説
得
力
を
持
つ
は
ず
で
あ
る
。

む
ろ
ん
、
実
際
の
読
書
過
程
で
は
、
上
記
の
ど
れ
か
一
つ
に
収
斂
す
る
の
で
は
な

く
、
複
数
の
読
み
が
重
な
り
、
混
じ
る
に
ち
が
い
な
い
。
そ
の
、
移
ろ
い
や
す
い
解

釈
を
読
む
た
び
ご
と
に
定
め
て
ゆ
く
営
み
が
、
「
桜
桃
」
と
い
う
応
答
を
め
ぐ
る
小

説
へ
の
一
回
性
の
応
答
と
な
る
。

【
注
】

（
１
）

吉
岡
真
緒
「
太
宰
治
「
桜
桃
」
論

「
父
」
に
な
る
こ
と
「
母
」
が
い
る

こ
と

」
（
「
活
水
日
文
」
二
〇
〇
二
・
一
二
）

（
２
）

大
國
眞
希
「
「
桜
桃
」
」
（
『
虹
と
水
平
線

太
宰
文
学
に
お
け
る
透
視
図

法
と
色
彩

』
お
う
ふ
う
、
二
〇
〇
九
）

（
３
）

曾
根
博
義
「
「
桜
桃
」
鑑
賞
」
（
「
太
宰
治
」
第
五
号
、
一
九
八
九
・
六
）

（
４
）

花
田
清
輝
「『
桜
桃
』
に
つ
い
て
」（『
二
つ
の
世
界
』
月
曜
書
房
、
一
九
四
九
）

（
５
）

長
谷
川
泉
「
含
羞
と
倨
傲
」
（
「
解
釈
と
鑑
賞
」
一
九
七
四
・
一
二
）

（
６
）

関
谷
一
郎
「
「
桜
桃
」
試
読
」
（
前
掲
「
太
宰
治
」
第
五
号
）

（
７
）

鶴
谷
憲
三
「
妻
・
母
と
い
う
〈
女
〉

「
桜
桃
」
試
論
」（
「
日
本
文
学
研

究
」
一
九
九
六
・
一
）

（
８
）

内
海
紀
子
「
「
桜
桃
」
論

占
領
下
の
〈
革
命
〉
」（
『
太
宰
治
研
究
』

、
19

和
泉
書
院
、
二
〇
一
一
）

（
９
）

奥
野
健
男
「
解
説
」
（
『
定
本
太
宰
治
全
集
』
第
九
巻
、
筑
摩
書
房
、
一
九
六

一
）

【
付
記
】

本
稿
は
松
本
和
也
編
『
テ
ク
ス
ト
分
析
入
門

小
説
を
分
析
的
に
読
む
た

め
の
実
践
ガ
イ
ド
』（
ひ
つ
じ
書
房
、
二
〇
一
六
）
に
お
け
る
第
一
五
章
の
議
論
に
加

筆
・
修
正
を
加
え
た
も
の
で
あ
る
。
本
稿
の
公
表
を
お
認
め
下
さ
っ
た
書
肆
に
感
謝

申
し
上
げ
ま
す
。


