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序

論

福
永
武
彦
（
以
下
福
永
と
呼
ぶ
）
の
文
学
的
出
発
は
、
ま
ず
詩
作

K
な
い
て
で
あ
っ
た
。
昭
和
十
七
年
、
中
村
真
一
郎
、
加
藤
周
一
ら

と
共

K
「
マ
チ
ネ
・
ポ
エ
テ
イ
ク
」
を
結
成
す
る
。

ζ
と
で
注
目
し

た
い
の
は
、
彼
が
当
初
か
ら
、
方
法
へ
の
自
覚
を
強
く
喚
起
さ
れ
て

い
た
と
い
う
と
と
で
あ
る
。
彼
の
小
説
へ
の
姿
勢
は
『
草
の
花
』
の

汐
見
が
語
る
「
音
楽
的
な
小
説
」

K
み
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
も
の
を

現
実
の
事
象
と
し
て
そ
の
ま
ま
捕
え
る
の
で
は
な
く
、
感
性
を
通
し

て
自
己
の
中

K
定
着
さ
せ
、
表
現
す
る
の
で
あ
る
。
そ
と
に
方
法
と

い
う
も
の
が
必
要
に
な
っ
て
く
る
。



『
忘
却
の
河
』
は
福
永
三
番
目
の
長
編
小
説
で
あ
り
、
形
式
と
内

容
の
バ
ラ
ン
ス
が
よ
く
と
れ
て
い
る
と
と
、
昭
和
三
十
年
代
の
精
神

を
見
事
に
描
き
出
し
た
と
と
で
、
福
永
の
代
表
作
の
一
つ
に
あ
げ
ら

れ
る
。
そ
と
で
、
と
の
作
品
に
な
い
て
、
彼
の
主
題
と
方
法
が
ど
の

よ
う

K
展
開
さ
れ
て
い
る
か
を
、
相
E
K
、
具
体
的

P
（
具
体
例
の

多
く
は
本
稿
で
は
割
愛
）
考
え
て
み
た
い
。

本

る4
E冊

『
忘
却
の
河
』
一

J
七
章
は
、

一
章
忘
却
の
河
『
文
芸
』
昭
和
三
十
八
年
三
月
号

二
章
煙
塵
『
文
学
界
』
周
年
八
月
号

三
章
舞
台
『
婦
人
之
友
』
同
年
九
月
号

四
章
夢
の
通
い
路
『
小
説
中
央
公
論
』
同
年
十
二
月
号

五
章
硝
子
の
城
『
群
像
』
同
年
十
一
月
号

六
章
喪
中
の
人
『
小
説
新
潮
』
同
年
十
二
月
号

七
章
餐
の
河
原
「
文
芸
』
同
年
十
二
月
号

と
、
雑
誌
分
載
の
連
作
形
式
で
発
表
さ
れ
、
昭
和
三
十
九
年
五
月
に

新
潮
社
よ
り
『
忘
却
の
河
』
と
し
て
刊
行
さ
れ
た
。
そ
と
で
「
各
々

の
章
が
独
立
し
た
作
品
で
あ
る
か
の
よ
う
左
意
図
」
が
成
功
し
た
原

因
と
し
て
は
、
各
章
が
そ
れ
ぞ
れ
異
在
る
主
人
公
を
持
ち
、
そ
れ
ぞ
れ

一
人
称
で
語
ら
れ
る
こ
と
、
時
間
的
振
幅
、
各
々
の
主
人
公

K
対
す

る
過
去
の
意
味
が
異
念
る
と
と
等
で
、
各
章
の
独
立
性
が
保
た
れ
た

と
い
う
と
と
が
あ
げ
ら
れ
る
。
そ
の
中
で
、
藤
代
を
主
人
公
と
す
る

一
、
七
章
は
、
「
彼
」
を
も
単
友
る
三
人
称
と
し
て
で
は
な
く
主
体

と
し
て
用
い
る
と
と

K
よ
り
、
よ
り
主
観
性
を
持
っ
た
人
物
と
し
て

描
か
れ
る
。
彼
と
そ
は
『
忘
却
の
河
』
全
編

K
わ
た
っ
て
の
主
人
公

と
い
え
る
。
そ
と
で
他
章
と
の
関
り
に
な
い
て
、
藤
代
像
を
よ
り
深

く
追
求
し
て
み
た
い
。

二
、
三
木
と
藤
代
（
第
一
章
、
第
二
節
よ
り
）

五
章

K
な
い
て
、
私
は
三
木
と
藤
代
の
オ
ー
バ
ー
ラ
ッ
プ
と
断
絶

を
み
る
。
つ
ま
り
、
三
木
の
美
佐
子
へ
の
愛
が
描
か
れ
て
い
る
と
の

章
を
全
体
か
ら
捕
え
た
場
合
、
藤
代
理
解
の
一
章
と
み
る
の
で
あ
る
。

五
章
の
中
か
ら
指
摘
す
る
と
、
氷
K
閉
じ
込
め
ら
れ
た
一
枚
の
葉
、

硝
子
を
隔
て
て
み
る
、
舞
台
の
と
き
見
か
け
た
「
寂
し
そ
う
な
」
藤

代
、
メ
ー
デ
ー
で
の
裏
切
り
、
会
場
で
の
藤
代
と
の
出
会
い
等
K
、

三
木
の
藤
代
へ
の
理
解
・
共
鳴
、
そ
し
て
二
人
の
オ
ー
バ
ー
ラ
ッ
プ

が
見
ら
れ
る
。
章
の
初
め
、
寝
床
の
中
で
三
木
は
硝
子
一
戸
ど
し
に
晴

れ
た
空
に
ち
ぎ
れ
た
よ
う
K
浮
か
ぶ
羊
雲
を
見
る
。

あ
の
雲
は
何
千
メ
ー
ト
ル
と
い
う
高
空

K
あ
る
凍
り
つ
い
た
水
滴

の
集
ま
り
で
、
そ
れ
が
眼
に
も
邸
閉
ま
ら
ぬ
速
さ
で
空
間
を
疾
駆
し

て
い
る
の
だ
。
た
だ
下
界
か
ら
見
た
場
合
に
、
そ
れ
は
冷
た
さ
を

も
速
さ
を
も
感
じ
さ
せ
ず
、
し
ど
く
の
ん
び
り
と
羊
が
草
で
も
食

っ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。

と
、
す
ば
や
く
分
析
す
る
。
こ
れ
は
近
代
知
識
人
の
特
徴
と
言
え
よ

う
。
そ
し
て
と
れ
は
「
彼
女
」
を
愛
し
き
れ
な
か
っ
た
、
「
彼
女
」

に
涙
し
え
な
か
っ
た
藤
代
の
眼
と
同
じ
で
あ
る
。
「
彼
」
は
「
彼
女
」

と
の
愛
に
浸
り
な
が
ら
、
と
う
考
え
る
。

た
だ
、
彼
女
を
抱
い
て
い
る
と
と
が
、
自
分
が
今
も
尚
生
き
て
い

る
と
と
の
証
拠
で
は
あ
る
ま
い
か
、
そ
の
生
き
残
っ
て
い
る
と
と
の
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「忘却の河」の進行

自
療
曇
所

Q
n
u
白
岡
山
間
）

とのグラ 7は作品中l'L:I>-ける

「時」の動きを示したものであ

る。縦軸は時聞を表わし、

上K在るほど過去

下が 現在

検軸は作品の進行を表わす

よって作品中K卦いて、時間

の願K事件が金われて行〈まら、

下記のよう左グラ 7VL在る。過

去が挿入さ

「煙車Jの進行

三木と会う

伊能と会う

れると、波

ができる。

＼ とのグラ

7によって、

作者の時間

ど～の幅
章日もの

各「た波。
＼つはる

るとであ
きを間で

でき時ず
が動J際は

とK（実る
仕己的～ら変

のる対）かは
成み相Jるし

構をK（あゅ
の方と～でが

章
ー『

τ＝ 忘主品、

却体却

の
時の藤河

代
間荷

の』

推 K

移主テ

け

る

二

章

煙

塵主

体

美

佐

子

（注） 実際の「時」の動きの他K、との章では田舎・子守唄

の幻想が挿入されている。（グラ 7の点が飛んでいる

のはそのため）

。。



回
章

章

舞
台主

体

「舞台」の進行

呉
を
よ

姉母尋ノぶ

と o;; ~／三
の あ／勇軍
会／ ど 気
百との

在
v、
あ
た
し

香
代
子
の
行
動

夢
の
通
い
路

「夢の通い路」の進行

呑
代
子

呉
の
存
在
へ
の
意
識

主
体

ゆ

き

。語り手の時だけが「今」

0過去は完結した一つの物語

五
章

硝
子
の
城

主
体

「硝子の城」の進行

七
章

饗
の
河
原主

体

「費の河原Jの進行

「エナの流れる河」

家

出

香
代
子
の

妻
と
そ
の
死

藤
代 木

饗
の
河
原
へ 「喪中の人」の進行

／ 

六
章

喪
中
の
人

主

体

香

代

子

寸て
-4-



後
ろ
め
た
き
が
欲
望
K
ま
じ
っ
て
い
る
故
K
と
の
経
験
が
替
え
よ

う
も
な
い
快
楽
と
し
て
感
じ
ら
れ
て
い
る
の
で
は
念
い
か
、
と
い

う
自
覚
が
、
徐
々

K
、
官
能
が
ま
だ
全
身
を
け
だ
る
く
包
ん
で
い

る
K
も
抱
ら
ず
、
僅
め
て
徐
々
に
、
彼
の
頭
悩
の
中
に
忍
び
入
っ

て
、
と
の
夢
の
よ
う
な
現
の
よ
う
な
境
界
K
、
天
窓
か
ら
細
か
い

塵
の
浮
遊
し
て
い
る
の
を
照
ら
し
出
し
な
が
ら
洩
れ
て
来
る
一
筋

の
光
線
の
よ
う
K
、
射
し
込
ん
だ
。
そ
れ
が
イ
ン
テ
リ
の
分
析
癖

と
い
う
奴
だ
。

と
と
に
二
人
の
共
通
の
眼
が
あ
る
。
だ
か
ら
三
木
は
、
舞
台
の
と
き

見
か
け
た
藤
代
の
寂
し
さ
を
見
出
す
。
と
れ
以
前
K
－
砕
い
て
、
藤
代

は
母
娘
か
ら
は
、
冷
た
い
人
、
自
分
の
と
と
が
ど
う
で
も
い
い
よ
う

K
人
の
と
と
も
ど
う
で
も
い
い
人
、
に
す
ぎ
な
い
。
似
た
よ
う
な
過

去
（
裏
切
り
）
を
持
っ
た
同
世
代
人
と
し
て
通
じ
る
も
の
が
あ
る
。

そ
れ
は
美
佐
子
の
三
木
評
「
ふ
と
そ
と

K
父
親
が
た
ま
K
見
せ
る
表

情

K
似
た
も
の
を
感
じ
る
と
と
が
あ
っ
た
」

K
も
う
か
が
わ
れ
る
。

そ
の
よ
う
な
こ
人
が
出
会
う
と
と
K
ど
う
い
う
意
味
が
あ
っ
た
の
だ

ろ
う
か
。
と
の
よ
う
K
絶
対
を
持
ち
得
ぬ
二
人
で
あ
り
な
が
ら
、
二

人
が
出
会
う
と
と
K
よ
り
「
と
の
父
親
K
と
っ
て
は
明
ら
か

K
美
佐

子
へ
の
愛
が
絶
対
と
は
違
っ
た
も
の
の
よ
う
K
感
じ
ら
れ
る
」
と
、

藤
代
の
中

κ見
失
わ
れ
て
い
る
「
絶
対
」
を
見
出
す
役
割
を
果
す
の

で
あ
る
。
単
K
藤
代
と
の
オ
ー
バ
ー
ラ

v
プ
の
み
の
形

T
三
木
を
存

在
さ
せ
た
わ
け
で
は
念
い
。
三
木
の
愛
を
描
く
と
と
、
藤
代
理
解
を

深
め
た
と
と
（
肯
定
的
共
鳴
と
、
そ
の
差
異
と
い
う
両
面
か
ら
）
で

と
の
章
は
全
体
の
中
で
大
き
念
役
割
を
果
し
た
と
恩
わ
れ
る
。
あ
く

ま
で
否
定
的
念
人
間
と
し
て
三
木
を
描
く
と
と
に
よ
っ
て
藤
代
は
、

＼
 

福
永
作
品
の
主
人
公
が
し
ば
し
ば
芸
術
家
・
文
化
人
的
念
も
の

K
陥

り
や
す
い
と
い
う
欠
点
か
ら
脱
却
し
え
た
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
構

成
的
K
言
う
と
、
一
・
五
章
の
構
成
の
仕
方
は
グ
ラ
フ
で
見
る
と
よ

く
わ
か
る
が
、
五
章
の
方
が
小
づ
く
り
で
あ
る
と
は
言
え
、
た
い

へ
ん
似
通
っ
て
い
る
。
一
章
と
同
様
K
三
木
の
過
去
も
そ
れ
ぞ
れ
現

在
進
行
事
象
K
一
つ
ず
つ
寄
り
添
っ
て
い
る
と
と
か
ら
作
者
自
身
K

も
三
木
と
藤
代
の
オ
ー
バ
ー
ラ
ッ
プ
の
意
図
が
あ
っ
た
と
と
を
う
か

が
わ
せ
る
。

と
の
よ
う
に
各
々
独
立
し
た
各
章
は
、
他
章
と
関
わ
る
と
と
に
よ

っ
て
登
場
人
物
や
、
主
題
を
多
角
的
K
描
き
探
く
見
つ
め
て
い
る
の

で
あ
る
。

『
忘
却
の
河
』

K
は
人
を
ひ
き
つ
け
る
反
面
、
何
か
今
一
つ
あ
る

種
の
不
自
然
さ
を
与
え
る
感
が
あ
る
。
そ
れ
は
福
永
が
描
と
う
と
し

て
い
る
罪
意
識
の
あ
い
ま
い
さ

K
よ
る
の
で
は
左
い
か
。
罪
が
確
か

に
存
在
す
る
、
と
い
う
と
と
は
知
覚
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
ど
う
も
そ

の
罪
の
意
識
が
あ
い
ま
い
で
理
解
し
に
く
い
。
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第
一
節
「
彼
女
」
へ
の
罪
（
第
三
章
よ
り
）

藤
代
の
過
去
K
は
と
の
罪
意
識
の
根
拠
と
な
り
う
る
一
つ
の
恋
愛

体
験
が
あ
る
。
「
彼
」
は
転
向
直
前
K
サ
ナ
ト
リ
ウ
ム

K
入
る
。
実

質
上
の
転
向
行
為
を
犯
さ
ぬ
ま
で
も
心
理
的
転
向
を
な
し
て
い
る
。

と
の
一
件
は
、
思
想
に
対
す
る
罪
悪
感
よ
り
も
、
「
同
士
山
と
共
K
そ

の
思
想

K
忠
実
で
あ
り
た
い
」
と
い
う
「
彼
」
に
と
っ
て
は
仲
間
へ

の
後
ろ
め
た
き
と
い
う
と
と
で
傷
を
残
す
。
療
養
所
で
看
護
婦
の



「
彼
女
」

K
出
会
っ
た
「
彼
」
は
、
そ
の
空
白
を
埋
も
ら
ぜ
る
た
め

に
そ
の
愛
K
捕
え
ら
れ
る
か
に
み
え
る
。
し
か
し
、
「
彼
」
は
再
び

何
も
し
な
い
と
と
で
「
彼
女
」
を
も
裏
切
る
と
と
に
な
る
。
「
た
だ

と
の
行
為
が
一
切
の
忘
却
K
つ
左
が
る
が
故
K
と
の
女
を
愛
し
て
い

た」

K
す
ぎ
な
い
が
、
そ
れ
は
「
僕
は
生
き
た
い
。
僕
は
彼
女
と
共

K
生
き
た
い
」
と
い
う
悲
痛
左
叫
び
の
生
へ
の
試
み
で
あ
っ
た
。
愛

を
事
象
化
し
か
で
き
一
な
か
っ
た
「
彼
」
は
再
び
挫
折
す
る
。
「
彼
」

は
「
彼
女
」
の
愛
K
応
え
え
な
か
っ
た
。
「
彼
女
」
は
死
を
選
ぶ
と

と
で
そ
の
愛
を
絶
対
的
な
も
の
と
し
た
。
「
彼
女
」
は
、
生
命
を
か

け
え
た
た
め

K
、
「
彼
」
を
失
っ
た
と
き
死
を
選
ぶ
。
「
彼
」
に
と

っ
て
唯
一
絶
対
で
あ
る
は
ず
の
「
彼
女
」
へ
の
愛
は
「
彼
女
」

K
よ

っ
て
そ
の
非
力
を
見
せ
つ
け
ら
れ
る
。
再
び
、
「
彼
」
は
生
き
る
と

と
へ
の
誠
意
の
足
り
な
い
自
分
を
、
さ
ら
に
愛
す
る
こ
と
の
で
き
な

い
自
分
を
見
せ
つ
け
ら
れ
る
。
「
彼
」
の
罪
の
意
識
と
は
、
と
の
自

覚
で
あ
り
「
彼
女
」
へ
の
後
ろ
め
た
き
で
あ
る
。
と
の
愛
へ
の
挫
折

は
「
彼
」

K
な
け
る
愛
の
不
可
能
を
意
味
す
る
。
「
彼
」
は
「
彼
女
」

へ
の
罪
を
延
々
と
ひ
き
ず
っ
て
生
き
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
節
戦
友
へ
の
罪

藤
代
は
、
し
ば
し
ば
戦
死
じ
た
友
の
眼
K
見
つ
め
ら
れ
る
。

可
哀
そ
う
に
、
と
戦
友
が
咳
い
た
。

そ
の
一
言
が
彼
の
意
識
を
ふ
と
現
実
K
戻
し
た
。
可
哀
そ
う
K
、

と
、
そ
れ
は
娘
を
指
し
て
言
わ
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
と
も
彼

を
指
し
て
言
わ
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。
眼
が
暗
聞
に
馴
れ
る
と
、
彼

は
戦
友
の
落
ち
窪
ん
だ
眼
に
涙
が
浮
ん
で
い
る
の
を
認
め
た
。
そ

れ
は
外
界
の
光
明
を
か
す
か

K
反
射
し
て
き
ら
り
と
光
っ
た
。
そ

れ
な
の
に
彼
の
眼
は
乾
い
て
い
た
。
彼
の
流
す
べ
き
涙
の
泉
は
既

に
澗
れ
て
、

ζ

の
昔
話
が
一
雫
の
涙
を
後
に
睡
ら
せ
る
と
と
も
－
な

か
っ
た
。
そ
し
て
彼
は
驚
い
た
よ
う
に
ζ

の
友
達
の
眼
に
浮
ん
だ

尊
い
雫
を
見
詰
め
て
い
た
の
だ
。

と
の
時
点
で
「
彼
」
は
「
彼
女
」
の
と
と
を
昔
話
と
し
て
し
ま
っ
て

い
る
。
戦
友
は
、
そ
れ
を
よ
り
現
実
的
な
も
の
と
し
て
受
け
と
め
涙

を
流
す
と
と
が
で
き
る
。
そ
の
戦
友
が
「
彼
」
の
眼
の
前
で
死
ん
だ
。

「
彼
」
で
は
な
く
戦
友
が
。
戦
死
で
あ
る
。
と
と
に
は
「
彼
」
の
罪

は
感
じ
ら
れ
左
い
。
し
か
し
、
「
彼
」
は
戦
友
が
死
ん
だ
と
き
K

「
己
が
死
ん
だ
方
が
よ
か
っ
た
。
僕
が
死
ぬ
べ
き
だ
っ
た
。
」
と
自

分
を
責
め
、
ま
た
「
彼
が
己
は
既
に
死
ん
で
い
た
の
だ
か
ら
と
と
で

と
い
つ
の
代
h
y
k
己
が
死
ね
ば
よ
か
っ
た
、
と
考
え
た
か
ど
う
か
は

怪
し
い
。
寧
ろ
、
己
は
今
の
瞬
間
ま
だ
生
き
て
い
る
し
、
己
は
そ
う

い
う
ふ
う
に
罪
深
く
あ
る
べ
く
出
来
て
い
る
の
だ
、
と
考
え
て
い
た

よ
う
な
気
が
す
る
の
だ
。
」
と
罪
を
意
識
す
る
。
さ
ら
に
と
の
罪
は

終
戦
後
、
戦
友
の
妻
を
訪
れ
る
と
い
う
挿
話
に
よ
っ
て
念
を
よ
訂
さ
れ

て
い
る
。
「
ど
う
し
て
そ
う
い
う
ふ
う
K
、
人
の
運
と
い
う
も
の
は

あ
二
へ
と
べ

K
な
る
ん
だ
か
」
と
。
し
か
し
、
と
と
に
一
つ
の
不
自

然
さ
が
ぬ
ぐ
い
き
れ
な
い
。
そ
れ
は
、
戦
死
と
い
う
「
彼
」
が
あ

ず
か
り
知
ら
ぬ
も
の
で
死
ん
だ
友

K
対
し
て
罪
を
感
じ
る
の
か
、

と
い
う
と
と
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
に
も
と
の
点
に
関
す
る
指
摘
は

多
い
。
し
か
し
「
と
の
藤
代
の
罪
の
意
識
は
加
害
者
の
そ
れ
で

は
な
い
：
；
：
己
れ
の
生
き
延
び

K
対
す
る
後
ろ
め
た
さ
の
意
識

が
と
の
場
合
中
心
と
な
っ
て
い
る
」
（
首
藤
基
澄
氏
）
と
い
う
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よ
う
に
、
と
と
で
は
む
し
ろ
彼
自
身
の
実
存
が
問
わ
れ
て
い
く
。

「
自
己
K
と
っ
て
の
無
罪
証
明
が
、
他
者
に
た
い
す
る
ど
の
よ
う
な

無
罪
証
明
を
も
構
成
し
な
い
。
：
・
ひ
と
は
み
ず
か
ら

K
そ
く
し
て
無

実
た
り
え
て
も
他
者
に
か
か
わ
っ
て
無
実
た
る
と
と
は
ほ
と
ん
ど
不

可
能
だ
と
い
う
、
冷
た
い
存
在
の
認
識
だ
っ
た
、
と
な
も
わ
れ
る
」

と
い
う
長
田
弘
氏
の
言
葉
を
借
り
れ
ば
つ
じ
つ
ま
は
合
う
が
、
自
分

が
運
命
の
前
K
何
も
し
え
左
か
っ
た
と
と
に
よ
っ
て
感
じ
る
福
永
独

自
の
罪
の
意
識
の
方
は
、
前
述
の
不
自
然
さ
の
た
め

K
、
と
の
作
ロ
聞

に
よ
っ
て
充
分
表
現
さ
れ
念
か
っ
た
の
で
は
念
い
だ
ろ
う
か
。
そ
れ

で
い
て
、
「
彼
女
」
の
死
の
他
に
さ
ら
に
ζ

の
罪
が
投
げ
か
け
ら
れ

た
と
い
う
と
と
は
、
「
彼
」
が
加
害
者
た
る
「
彼
女
」
へ
の
罪
だ
け

で
は
不
十
分
だ
っ
た
の
で
あ
り
、
さ
ら
に
深
い
、
と
の
「
他
者

K
か

か
わ
っ
て
無
実
た
り
え
る
と
と
は
不
可
能
」
と
い
う
罪
の
意
識
と
そ

が
『
忘
却
の
向
』
を
形
作
っ
て
い
る
こ
と
は
い
ま
め
左
い
。

ζ

の
罪

の
意
識
が
福
永
一
に
と
っ
て
絶
対
で
あ
る
と
と
は
と
の
テ
l
マ
が
『
死

の
島
』
の
萌
木
素
子
へ
と
受
け
継
が
れ
て
い
〈
と
と
か
ら
も
明
ら
か

で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
作
品

K
な
い
て
は
、
あ
ま
り

K
他
者
へ
の
罪

を
意
識
し
す
ぎ
た
た
め
に
そ
れ
が
自
己
存
在
へ
の
聞
い
と
し
て
把
握

さ
れ
念
か
っ
た
と
と
、
そ
し
て
戦
友
へ
の
罪
と
し
て
捕
え
よ
う
と
し

た
と
と
に
リ
ア
リ
テ
ィ
が
欠
け
た
と
と
で
不
十
分
念
も
の
に
を
っ
て

し
ま
っ
た
。

福
永
に
は
「
愛
」
と
相
対
す
る
も
の
と
し
て
常
K
「
孤
．
独
」
が
あ

る
。
前
に
み
て
き
た
よ
う
に
罪
の
意
識
は
他
者
と
の
相
対
の
中
で
捕

え
ら
れ
る
。
藤
代
の
罪
の
意
識
は
生
き
の
び

K
対
ナ
る
う
し
ろ
め
た

さ
で
あ
る
。
「
彼
」
は
「
彼
女
」
の
死
に
よ
っ
て
自
分
の
生
へ
伊
誠

意
の
念
さ
を
知
り
、
一
棋
を
流
し
う
る
戦
友
を
前
K
自
分
の
罪
深
さ
を

み
る
。
二
人
と
接
し
た
こ
と
で
藤
代
は
自
分
に
欠
け
て
い
る
も
の
を

知
る
の
で
あ
る
！
な
そ
ら
く
他
者
の
存
在
が
な
け
れ
ば
感
じ
る
こ
と

が
念
か
っ
た
で
あ
ろ
う
罪
で
あ
る
。
そ
れ
ら
は
他
者
と
か
か
わ
る
と

と
K
よ
っ
て
（
生
き
る
と
と
す
左
わ
ち
他
者
と
関
る
と
と
で
あ
る
）

知
覚
さ
れ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
ら
の
罪
は
本
来
「
彼
」
の
内
部
に
あ

る
罪
深
さ
で
あ
り
、
そ
の
自
覚
は
、
彼
藤
代
の
存
在
そ
の
も
の
の
自

覚
で
あ
る
。
そ
の
空
白
を
持
っ
た
存
在
の
意
識
と
そ
が
孤
独
で
あ
り

内
な
る
世
界
を
も
含
ん
だ
、
能
動
的
左
も
の
で
あ
る
。
（
罪
を
持
ち
）

孤
独
を
自
覚
し
た
と
き
、
生
き
る
意
士
山
を
と
り
も
ど
す
た
め
に
人
は

愛
を
求
め
る
、
転
向
の
罪
か
ら
の
が
れ
る
た
め
に
、
「
彼
女
」
と
の
愛
一

に
「
彼
」
が
お
ぼ
れ
た
よ
う
に
。
そ
し
て
他
者
と
ふ
れ
あ
う
こ
と
に
よ

7

っ
て
よ
り
い
っ
そ
う
自
己
の
孤
独
を
自
覚
さ
せ
ら
れ
る
結
果
に
な
る
。
一

の
み
な
ら
ず
、
そ
の
国
立
（
不
可
侵
な
孤
独
の
存
在
）
が
他
者
に
ふ

れ
る
と
き
他
者
を
も
傷
つ
け
る
。
そ
と

K
存
在
そ
の
も
の
の
罪
深
さ

が
あ
る
。
他
者
と
ふ
れ
あ
う
こ
と
（
生
き
て
い
く
こ
と
）
は
、
機
れ

を
重
ね
て
い
く
こ
と
で
あ
る
。
愛
の
不
可
能
に
ぶ
つ
か
る
と
き
、
人

人
は
、
そ
の
孤
独

K
、
そ
し
て
自
己
の
根
源
に
た
ち
帰
ろ
う
と
す
る
。

藤
代
は
「
彼
女
」
の
も
と
へ
と
導
か
れ
、
そ
と
に
や
す
ら
ぎ
を
見
出

そ
う
と
す
る
。
奏
の
河
原
は
「
彼
女
」
や
死
ん
だ
子
や
母
の
魂
が
集

う
と
と
ろ
で
あ
る
。
餐
の
河
原
の
存
在
が
唯
一
藤
代
を
救
っ
て
い
る
。

そ
と
で
、
「
彼
」
（
「
私
」
）
は
穏
や
か
な
生
へ
の
意
志
を
と
り
も

ど
す
。
と
は
言
え
、
と
れ
は
福
永
が
土
俗
信
何
の
中

K
模
を
求
め
、

魂
K
救
い
を
与
え
よ
う
と
し
た
だ
け
の
と
と
で
現
代
に
な
け
る
愛
の



不
在
の
解
決
で
は
な
い
。
一
年
間
K
渡
る
魂
の
放
浪
の
末
、
藤
代
が

た
ど
り
つ
い
た
の
は
、
や
は
り
彼
は
「
彼
女
」
を
愛
し
て
い
た
と
い

う
自
覚
で
は
な
か
ろ
う
か
。
全
編
K
わ
た
っ
て
死
者
た
ち
の
生
へ
の

訴
え
は
あ
る
が
、
彼
へ
の
責
め
は
な
い
。
愛
は
両
者
の
間
K
あ
っ
て

は
成
立
し
え
な
か
っ
た
が
（
様
々
な
状
況
K
な
い
て
挫
折
す
る
が
）

「
愛
す
る
」
と
い
う
個
か
ら
発
せ
ら
れ
る
能
動
的
思
い
は
真
実
で
あ

っ
た
。
そ
れ

K
気
が
つ
い
た
と
き
彼
は
「
彼
女
」
の
声
を
き
く
。

「
人
聞
の
魂
は
成
長
す
る
に
つ
れ
て
、
使
い
古
さ
れ
、
罪
を
重
ね
、

綴
れ
て
死
ぬ
」
し
か
し
、
人
聞
の
内
か
ら
で
る
魂
の
希
求
は
真
実
で

あ
り
、
福
永
は
そ
と

κ
一
つ
の
生
の
形
を
見
る
の
で
あ
る
。

第
二
節
主
題
と
方
法

で
は
、
福
永
の
強
い
方
法
意
識
と
い
う
も
の
が
、
と
の
主
題
を
い

か
K
展
開
し
え
た
で
あ
ろ
う
か
。
ま
ず
、
彼
の
大
き
な
特
徴
の
一
つ

時
閣
の
交
錯
に
つ
い
て
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。
と
と
で
は
二
つ
の
効
果

が
指
摘
で
き
る
。
一
つ
は
内
的
世
界
を
捕
え
る
た
め

K
時
間
の
連
続

を
断
つ
必
要
が
あ
っ
た
と
い
う
と
と
。
時
間
順
の
記
述
で
は
ど
う
し

て
も
外
的
出
来
事
を
追
う
と
と
K
視
点
が
集
中
し
て
し
ま
う
。
そ
ζ

で
時
間
を
断
つ
こ
と
K
よ
っ
て
、
そ
の
時
々
の
内
的
世
界
K
視
点
を

合
わ
せ
よ
う
と
し
て
い
る
。
と
れ
は
内
的
世
界
を
構
築
し
よ
う
と
し

て
い
る
福
永
に
と
っ
て
ど
う
し
て
も
必
要
で
あ
っ
た
。
も
う
一
つ
は
、

倒
叙
式
構
成
K
よ
っ
て
視
点
を
し
ぼ
る
と
い
う
と
と
で
あ
る
。
過
去

の
一
点
K
向
っ
て
視
点
を
集
中
し
、
そ
れ

K
関
係
な
い
事
柄
は
切
り

捨
て
ら
れ
て
い
く
。
方
法
意
識
が
強
い
と
い
う
と
と
は
問
題
意
識
が

強
い
と
い
う
と
と
と
裏
表
で
あ
る
。
ま
た
倒
叙
式
構
成
の
持
つ
遡
行

性
は
、
乙
の
作
品
K
な
い
て
特
K
、
登
場
人
物
の
ふ
る
さ
と
へ
の
志

向
と
重
な
り
効
果
を
あ
げ
て
い
る
。

次
に
オ
ム
ニ
バ
ス
形
式
K
つ
い
て
。
本
論
K
な
い
て
私
は
一
章
を

中
心
K
話
を
進
め
て
き
た
。
と
れ
は
と
の
作
品
の
成
立
上
と
っ
た
姿

勢
で
あ
る
。
福
永
は
「
短
篇
の
注
文
K
慮
じ
て
」
、
「
忘
却
の
河
・
」

〈
一
章
）
を
書
い
た
。
「
し
か
し
、
書
き
上
げ
て
か
ら
と
の
作
品
の

ノ
オ
ト
や
ら
資
料
や
ら
を
見
て
い
る
う
ち
に
、
ど
う
も
と
の
一
作
だ

け
で
は
惜
し
い
よ
う
な
気
が
し
て
来
た
。
」
（
全
小
説
七
巻
・
序
）

と
い
う
状
況
で
書
か
れ
た
『
忘
却
の
河
』
の
性
格
上
、
そ
の
エ
ッ
セ

ン
ス
を
一
章
に
み
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
と
考
え
た
か
ら
で
あ
る
。

そ
の
一
章
に
さ
ら
に
二
J
七
章
を
加
え
て
「
主
題
は
最
初
の
作
品

の
時
か
ら
一
貫
し
て
い
た
」
の
で
あ
る
か
ら
、
相
乗
効
果
を
ね
ら
っ

た
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
主
な
効
果
は
、
一
人
称
と
他
者
か
ら
み
た
三

人
称
で
登
場
人
物
が
多
元
K
語
ら
れ
る
と
い
う
と
と
で
あ
ろ
う
。
自

分
の
気
づ
か
ぬ
部
分
を
他
人
を
鏡
と
し
て
映
し
出
し
、
よ
り
深
み
の

あ
る
人
間
像
を
描
き
だ
す
反
面
、
そ
の
ギ
ャ
ッ
プ
〔
自
分
か
ら
み
た

自
分
と
他
人
か
ら
み
た
自
分
）
と
い
う
も
の
は
「
他
者
の
意
識
」
を

浮
き
彫
り
K
す
る
結
果
と
な
っ
て
い
る
。

と
と
で
は
二
例
K
と
ど
め
た
が
、
こ
の
よ
う
に
福
永
は
、
そ
れ
ぞ

れ
必
然
性
を
持
っ
た
方
法
K
よ
っ
て
小
説
を
展
開
さ
せ
て
い
る
。
ゆ

え
K
彼
は
単
な
る
技
巧
趣
味
の
作
家
で
は
な
く
、
そ
の
主
題
を
よ
り

深
く
訴
え
る
た
め
の
方
法
を
駆
使
し
て
自
己
の
世
界
の
構
築
を
試
み

て
い
る
に
す
ぎ
左
い
。
そ
し
て
『
忘
却
の
河
』

K
沿
い
て
は
主
題
と

方
法
が
う
ま
く
保
た
れ
て
い
る
と
い
え
る
。
た
だ
し
、
一
言
加
え
る

と
、
様
々
な
現
実
描
写
K
沿
い
て
は
多
少
の
キ
ズ
が
あ
る
。
例
え
ば
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社
長
と
い
う
藤
代
の
設
定
は
、
そ
の
役
職
K
対
す
る
イ
メ
ー
ジ
の
違

い
か
ら
、
あ
ま
り
K
非
現
実
的
で
あ
る
し
、
戦
友
↓
罪
の
結
び
つ
き

は
、
自
己
の
存
在
へ
の
問
い
か
け
と
し
て
は
理
解
で
き
る
が
、
戦
友

の
戦
死

K
対
す
る
罪
と
い
う
形
K
と
ら
わ
れ
て
不
自
然
さ
が
残
る
。

病
床
の
人
、
福
永
に
は
、
ど
う
し
て
も
生
活
者
と
し
て
の
描
写
K
な

い
て
、
多
少
、
筆
不
足
の
感
が
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
『
忘
却
の
河
』
は

完
壁
な
作
品
と
は
言
え
左
い
だ
ろ
う
。

結

び

日
本
文
学
の
中
で
は
、
稀
な
そ
の
方
法
意
識
の
新
鮮
さ
か
ら
、
私

は
福
永
武
彦
K
注
目
し
た
。
し
か
し
そ
れ
が
「
文
学
」
と
呼
ば
れ
る

た
め

K
は
、
そ
れ
な
り
の
主
題
が
あ
り
、
そ
れ
を
表
現
す
る
も
の
と

し
て
方
法
が
あ
る
は
ず
で
あ
る
。
彼
の
作
品

K
な
い
て
は
そ
の
両
者

の
バ
ラ
ン
ス
が
し
ば
し
ば
批
評
の
対
象
と
さ
れ
る
。
そ
と
で
未
熟
念

私
の
ア
プ
ロ
ー
チ
と
し
て
は
根
本
K
た
ち
か
え
り
、
一
作
品
『
忘
却

の
河
』
の
方
法
一
つ
一
つ

K
あ
た
っ
て
そ
の
必
然
性
を
捜
っ
て
み
た

い
と
思
っ
た
。
そ
の
結
果
は
率
論
K
述
べ
た
通
り
、
彼
の
方
法
意
識

の
ナ
べ
て
が
彼
の
内
的
世
界
の
構
築
K
か
た
む
け
ら
れ
て
い
る
と
い

う
と
と
で
あ
り
、

ζ

の
作
品

K
な
い
て
、
そ
の
意
図
は
ほ
ぼ
達
成
さ
れ

た
と
言
え
る
。
彼
の
作
品
が
技
巧
の
み
K
止
ま
ら
な
い
の
は
、
そ
の

内
的
世
界
が
、
外
K
向
け
て
聞
か
れ
た
も
の
で
あ
り
、
常
K
生
へ
の

意
士
山
を
持
つ
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
芥
川
龍
之
介
は
「
人
生
は
一
行

の
ボ

1
ド
レ

1
ル

K
も
若
か
な
い
」
と
言
い
、
福
永
武
彦
は
「
人
生

は
常
に
『
悪
の
華
』
よ
り
も
貴
重
で
あ
る
」
と
断
言
し
て
い
る
。
そ

の
作
家
の
姿
勢
が
作
品

K
表
れ
る
。
人
々
は
生
き
て
い
く
と
と
で
様

様
な
罪
を
背
か
い
、
常
K
死
を
感
じ
左
が
ら
も
生
き
て
い
る
。
暗
く

冷
た
い
存
在
の
影
を
ひ
き
ず
り
な
が
ら
も
、
彼
ら
は
生
き
よ
う
と
し

て
い
る
。
そ
と
に
生
へ
の
意
志
が
あ
る
ゆ
え
に
様
々
な
葛
藤
が
あ
る
。

彼
の
方
法
意
識
と
は
「
い
か
に
書
く
か
」
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、

そ
の
追
求
は
、
問
題
（
さ
ら
に
主
題
）
の
追
求
K
他
念
ら
な
い
。

「
い
か
に
」
と
追
求
さ
れ
る

K
つ
れ
、
そ
の
問
題
意
識
も
ま
た
深
め

ら
れ
て
い
く
と
と
に
な
る
。
と
れ
が
彼
の
い
う
両
輪
と
し
て
の
主
題

と
方
法
で
あ
る
。
彼
の
方
法
と
は
、
内
容
を
飾
る
形
式
で
は
な
く
、

そ
れ

K
よ
っ
て
内
容
を
も
変
え
う
る
も
の
で
あ
る
。
彼
は
自
作
の
中

で
試
行
錯
誤
を
く
り
返
し
て
き
た
。
そ
の
た
め
、
完
壁
な
作
品
と
い

う
の
は
む
し
ろ
少
い
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
彼
の
そ
の
限
り
な
い

試
み
の
精
神
K
敬
意
を
と
め
て
本
論
を
終
え
た
い
と
思
う
。
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