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三
島
由
紀
夫
『
愛
の
疾
走
』
の
「
方
法
」

―
「
世
界
」
と
い
う
語
に
着
目
し
て
―

福
田　

涼

キ
ー
ワ
ー
ド
：
愛
の
疾
走
／
純
文
学
論
争
／
婦
人
倶
楽
部
／
冷
戦
／
世
界

一　
「
水
爆
」
と
「
長
火
バ
チ
」

　

い
は
ゆ
る
い
き
い
き
と
し
た
具
体
性
、
か
つ
て
小
説
家
の
手
の
内
で
羽
ば
た
い
て
ゐ
た
生
活
の
具
体
性
は
、
今
日
の
終
末
観
を
宿

さ
な
い
限
り
、
路
傍
の
石
こ
ろ
の
や
う
な
、
世
界
か
ら
見
離
さ
れ
た
、
孤
立
し
た
具
体
性
に
変
貌
し
て
し
ま
つ
た
。
し
か
も
彼
が
、

現
代
の
終
末
観
を
投
影
し
よ
う
と
試
み
る
と
、
す
べ
て
の
具
体
性
は
死
に
絶
え
、
冷
た
い
概
観
的
な
図
式
的
な
世
界
認
識
が
彼
に
襲

ひ
か
か
る
の
だ
。 

（「
終
末
観
と
文
学
―
水
爆
戦
争
の
時
代
に
生
き
て
」『
毎
日
新
聞
』
夕
刊
、
昭
和
三
十
七
年
一
月
四
日
）

昭
和
三
十
七
年
の
初
頭
に
三
島
由
紀
夫
は
右
の
よ
う
に
書
き
記
し
た
。
冷
戦
体
制
と
核
戦
争
の
脅
威
が
齎
し
た
「
世
界
認
識
」
の
転
換

に
伴
い
小
説
の
具リ
ア
リ
テ
ィ

体
性
の
根
拠
が
改
め
て
問
わ
れ
る
な
か
、「
水
爆
」
と
「
長
火
バ
チ
の
ま
は
り
の
家
族
の
団
欒
」
と
い
う
異
質
な
世
界
を
、
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い
か
に
「
う
す
つ
ぺ
ら
な
形
骸
」
に
堕
す
こ
と
な
く
結
び
つ
け
る
か
。
か
つ
て
三
島
の
文
体
が
組
織
す
る
「
閉
ざ
さ
れ
た
」「
世
界
」
を
「
一

寸
法
師
の
オ
ワ
ン
ほ
ど
の
ち
い
さ
な
蒔
絵
の
筥
」（『
作
家
は
行
動
す
る
』
講
談
社
、
昭
和
三
十
四
年
一
月
、
百
七
十
六
・
百
七
十
七
頁
）

に
擬
え
た
江
藤
淳
を
し
て
「
新
境
地
を
拓
い
た
成
功
作
」「
人
間
の
精
神
の
羽
搏
き
が
あ
る
）
1
（

」
と
言
わ
し
め
た
『
美
し
い
星
』（『
新
潮
』
昭

和
三
十
七
年
一
月
号
〜
十
一
月
号
）
に
は
、
こ
う
し
た
問
題
意
識
が
反
映
さ
れ
て
い
た
。

一
方
で
、
他
の
文
学
者
た
ち
が
同
様
の
問
題
を
共
有
し
て
い
た
こ
と
を
匿
名
批
評
「
回
転
木
馬
」（『
文
藝
』
昭
和
三
十
七
年
三
月
号
）

が
示
唆
し
て
い
る
。
こ
の
文
章
の
書
き
手
「
ア
ク
チ
ュ
ア
ル
な
男
」
は
同
時
期
に
お
い
て
「
日
本
の
自
覚
的
な
優
れ
た
作
家
た
ち
」
が
「
一

体
ど
う
す
れ
ば
通
俗
読
物
で
は
な
い
虚
構
の
物
語
を
書
く
こ
と
が
で
き
る
の
か
」
悩
ん
で
い
る
と
論
じ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
指
摘
の
背
景
と
な
っ
て
い
る
の
が
、
い
わ
ゆ
る
純
文
学
論
争
で
あ
る
。
当
時
は
、
も
と
も
と
純
文
学
の
作
家
と
し
て
出
発
し
た
松

本
清
張
ら
に
よ
る
社
会
派
推
理
小
説
）
2
（

な
ど
の
中
間
小
説
が
流
行
し
、
純
文
学
と
大
衆
文
学
の
境
界
が
ま
す
ま
す
曖
昧
と
な
っ
て
い
た
。
こ

う
し
た
状
況
下
で
、平
野
謙
は
「
純
文
学
と
い
う
概
念
」
が
「
歴
史
的
な
も
の
に
す
ぎ
な
い
」
と
述
べ
「
小
説
作
品
の
ア
ク
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ

に
「
純
文
学
」
概
念
の
権
威
回
復
の
可
能
性
を
賭
け
た
い
）
3
（

」
と
主
張
し
た
。
こ
れ
を
直
接
の
契
機
と
し
て
論
争
が
発
生
す
る
。

三
島
は
「「
純
文
学
と
は
？
」
そ
の
他
」（『
風
景
』
昭
和
三
十
七
年
六
月
号
）
に
お
い
て
「
私
は
近
ご
ろ
の
文
壇
論
争
の
ご
と
き
も
の

に
全
く
興
味
が
な
い
」「
純
文
学
が
変
質
し
た
の
、
ア
ク
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ
が
ど
う
か
う
し
た
の
、
と
一
人
が
言
へ
ば
一
人
が
か
み
つ
き
、

一
犬
虚
に
吠
え
て
万
犬
実
を
伝
ふ
る
の
如
き
状
況
だ
が
、
そ
の
大お
ほ
も
と本
は
、
推
理
小
説
が
売
れ
す
ぎ
て
、
純
文
学
が
相
対
的
に
売
れ
な
く
な

つ
た
と
い
ふ
だ
け
の
こ
と
だ
か
ら
、
笑
は
せ
る
」
と
無
関
心
を
装
っ
た
。
し
か
し
当
該
時
期
の
三
島
作
品
に
純
文
学
論
争
に
対
す
る
批
評

意
識
が
装
填
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
近
年
明
ら
か
に
さ
れ
つ
つ
あ
る
）
4
（

。「
ア
ク
チ
ュ
ア
ル
な
男
」
は
、
日
本
の
作
家
た
ち
が
小
説
を
創
り
出

す
「
恒
久
的
・
一
般
的
な
方
法
を
発
見
し
て
い
な
い
」
と
指
摘
し
て
い
た
。
こ
の
論
争
は
、
三
島
に
対
し
て
も
「
虚
構
の
物
語
」
を
成
立

さ
せ
る
「
方
法
」
に
関
し
て
改
め
て
「
自
覚
的
」
に
な
る
こ
と
を
促
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
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『
愛
の
疾
走
』（『
婦
人
倶
楽
部
』
昭
和
三
十
七
年
一
月
号
～
十
二
月
号
）
の
作
中
人
物
、
大
島
十
之
助
は
こ
う
述
べ
て
い
る
）
5
（

。

　

こ
の
ご
ろ
じ
ゃ
、
ろ
く
す
っ
ぽ
「
て
に
を
は
」
も
知
ら
な
い
若
い
者
が
、
忽た
ち
まち
な
ん
と
か
賞
を
と
っ
て
時
代
の
花
形
に
な
り
、
自

動
車
は
買
う
、妾め
か
けは

囲か
こ

う
、
一
流
会
社
の
重
役
も
で
き
な
い
生
活
を
す
る
よ
う
に
な
る
。（
略
）
俺
の
夢
は
そ
ん
な
と
こ
ろ
に
は
な
い
。

ど
ん
な
に
有
名
に
な
っ
て
も
、
ラ
ン
ド
地
方
の
地
主
階
級
の
物
語
を
書
き
つ
づ
け
て
倦う

ま
な
い
モ
オ
リ
ヤ
ッ
ク
）
6
（

の
よ
う
な
小
説
家
と

し
て
、
地
方
主
義
の
立
場
を
堅け
ん
じ持
し
た
い
と
思
っ
て
い
る
。
そ
し
て
あ
ら
ゆ
る
文
学
理
念
が
豆
腐
の
よ
う
に
フ
ニ
ャ
フ
ニ
ャ
に
な
っ

て
し
ま
っ
た
イ
ン
チ
キ
文
壇
な
ん
か
に
は
、
た
だ
有
名
人
と
し
て
の
籍せ
き

を
置
く
だ
け
で
、
あ
く
ま
で
こ
の
諏す

わ訪
の
片か
た
い
な
か

田
舎
で
、
己お
の

れ

に
忠
実
な
、
美
し
い
、
清
ら
か
な
小
説
を
書
き
つ
づ
け
よ
う
と
い
う
志
こ
こ
ろ
ざ
しな
の
で
あ
る
。 

（
大
島
十
之
助
の
章
②
）

彼
の
「
志
こ
こ
ろ
ざ
し」

の
卑
俗
さ
を
今
は
問
わ
な
い
。
右
の
叙
述
が
、
石
原
慎
太
郎
な
ど
文
章
修
行
を
経
験
し
て
い
な
い
新
人
の
擡
頭
に
伴
う
文

壇
の
「
崩
壊
）
7
（

」、
そ
し
て
「
文
学
理
念
」
を
め
ぐ
っ
て
「
文
壇
的
な
、
あ
ま
り
に
文
壇
的
な
）
8
（

」
論
争
が
繰
り
広
げ
ら
れ
て
い
た
当
時
の
言
説

状
況
を
踏
ま
え
て
い
る
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。「
実
話
に
取
材
し
な
い
と
書
け
な
い
タ
チ
」
と
い
う
十
之
助
の
造
型
に
も
、短
絡
的
な
「
ア

ク
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ
」
志
向
に
も
と
づ
く
素
材
主
義
へ
の
傾
斜
に
掣
肘
を
加
え
ん
と
す
る
作
者
の
批
評
意
識
が
反
映
さ
れ
て
い
る
だ
ろ
う
。

吉
田
昌
志
も
指
摘
す
る
よ
う
に
、
純
文
学
論
争
は
三
島
が
『
愛
の
疾
走
』
を
執
筆
す
る
「
決
定
的
な
モ
メ
ン
ト
）
9
（

」
で
あ
っ
た
の
だ
。

こ
う
し
た
背
景
を
踏
ま
え
つ
つ
、
本
稿
が
問
い
直
し
た
い
の
は
『
愛
の
疾
走
』
と
い
う
「
虚
構
の
物
語
」
を
構
成
し
て
い
る
「
方
法
」

と
そ
の
狙
い
で
あ
る
。
純
文
学
論
争
が
三
島
に
自
身
の
小
説
作
法
に
つ
い
て
再
考
を
促
し
た
の
で
あ
れ
ば
、そ
の
影
響
は
一
見
単
な
る
「
通

俗
読
物
」
と
も
思
し
き
本
作
を
組
み
立
て
て
い
る
構
造
や
「
方
法
」
に
ま
で
波
及
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
こ
う
し
た
観
点
か
ら
『
愛

の
疾
走
』
を
精
読
し
、
そ
の
問
題
性
を
明
ら
か
に
し
て
ゆ
こ
う
。
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二　
「
自
然
」
な
恋
愛

ま
ず
本
作
の
梗
概
を
示
し
て
お
く
。
諏
訪
湖
畔
に
住
む
青
年
漁
夫
・
田
所
修
一
は
、
対
岸
の
デ
ル
タ
・
カ
メ
ラ
の
近
代
的
な
工
場
に
勤

め
る
娘
た
ち
に
憧
れ
て
い
た
。
地
方
同
人
作
家
の
大
島
十
之
助
は
、
自
身
が
構
想
す
る
恋
愛
小
説
「
愛
の
疾
走
」
の
モ
デ
ル
に
す
る
た
め
、

修
一
と
カ
メ
ラ
工
場
で
働
く
正
木
美
代
と
を
接
近
さ
せ
、
小
説
の
構
想
を
膨
ら
ま
せ
て
ゆ
く
。
一
方
、
喫
茶
店
ア
ル
ネ
を
営
む
十
之
助
の

奥
さ
ん
は
夫
の
小
説
道
楽
に
反
対
し
て
お
り
、
彼
の
裏
を
か
く
形
で
二
人
の
恋
愛
を
成
就
さ
せ
よ
う
と
試
み
、
や
が
て
修
一
と
美
代
は
恋

仲
と
な
る
。
そ
の
後
、
十
之
助
の
演
出
も
相
俟
っ
て
二
人
の
関
係
は
町
中
の
ス
キ
ャ
ン
ダ
ル
と
な
り
、
破
綻
の
危
機
に
陥
る
。
し
か
し
、

大
島
夫
人
の
は
か
ら
い
に
よ
っ
て
愛
を
確
認
し
た
二
人
は
、
霧
ヶ
峰
の
自
然
の
な
か
で
身
体
的
に
も
結
ば
れ
る
。
結
婚
の
計
画
に
伴
い
、

修
一
の
職
業
が
問
題
と
な
る
が
、
十
之
助
の
世
話
に
よ
っ
て
デ
ル
タ
・
カ
メ
ラ
入
り
が
決
ま
る
。
地
方
主
義
を
掲
げ
る
十
之
助
は
、
カ
メ

ラ
工
場
に
阿
諛
追
従
す
る
よ
う
な
自
作
の
ラ
ス
ト
を
き
ら
っ
て
、
キ
ー
パ
ン
チ
ャ
ー
の
自
殺
事
件
を
導
入
し
、
未
来
に
光
り
ば
か
り
は
な

い
こ
と
を
暗
示
し
よ
う
と
す
る
。
こ
う
し
た
恋
物
語
の
内
実
に
つ
い
て
、
以
下
詳
し
い
考
察
を
施
そ
う
。

修
一
は
か
ね
て
よ
り
「
自
分
の
ま
わ
り
の
世
界
が
灰
色
で
し
ん
0

0

と
し
す
ぎ
て
い
る
こ
と
に
苛い
ら
だ立
っ
て
」（
傍
点
は
原
文
、
ゴ
シ
ッ
ク
表

記
は
以
下
す
べ
て
引
用
者
）
い
た
。
彼
は
毎
週
末
映
画
館
に
足
を
運
び
、
銀
幕
上
の
「
変
化
に
み
ち
た
色
彩
ゆ
た
か
な
ス
リ
リ
ン
グ
な
生

活
」
に
陶
酔
す
る
。
女
性
に
対
し
て
臆
病
な
彼
は
「
あ
ん
な
馬
鹿
な
話
は
ど
こ
に
も
な
い
ん
だ
ぞ
」
と
、
映
画
と
現
実
そ
れ
ぞ
れ
の
世
界

を
峻
別
し
つ
つ
「
女
に
対
し
て
全
然
不ぶ
き
よ
う

器
用
な
態
度
を
見
せ
な
い
」
主
人
公
の
振
る
舞
い
に
魅
せ
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

だ
か
ら
こ
そ
バ
ス
の
停
留
所
で
「
汚
い
囲い

ろ

り
炉
裏
ば
た
や
、
さ
さ
く
れ
た
畳
や
、
破
れ
障
子
な
ど
と
は
縁
の
な
い
世
界
」
の
存
在
た
る
べ

き
カ
メ
ラ
工
場
の
「
美
し
い
娘
た
ち
」
に
遭
遇
し
、
十
之
助
の
計
略
に
自
分
や
彼
女
た
ち
が
巻
き
込
ま
れ
て
い
る
こ
と
を
知
っ
た
彼
は
、
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「
自
分
が
す
で
に
物
語
の
人
物
に
ず
っ
と
前
か
ら
成
り
変
っ
て
い
た
よ
う
な
気
が
し
た
」
の
だ
。
修
一
は
「
今
夜
は
目
に
映
る
も
の
が
全

部
美
し
く
見
え
て
し
ま
う
危
険
な
晩
だ
」
と
考
え
る
。「
そ
れ
と
い
う
の
も
、
彼
が
ガ
ラ
ス
の
瓶
の
中
の
よ
う
な
ふ
し
ぎ
な
世
界
に
入
っ

て
し
ま
っ
た
か
ら
だ
」。
そ
し
て
「
そ
の
世
界
の
中
で
は
、
正
木
と
い
う
娘
も
、
も
う
す
で
に
彼
の
恋
人
だ
っ
た
」。

二
人
は
奥
さ
ん
の
手
引
き
で
高
島
公
園
）
10
（

に
て
再
会
す
る
。
修
一
は
「
あ
ん
な
に
遠
く
に
望
み
見
て
い
た
デ
ル
タ
・
カ
メ
ラ
の
娘
」
と

「
親し
た

し
げ
に
、
冗じ
よ
う
だ
ん談も

い
い
、
こ
ち
ら
の
胸
へ
言
葉
は
す
ら
す
ら
と
飛
び
込
ん
で
い
る
」
状
況
に
驚
く
。

　

修
一
の
腕
は
自
然
に
美
代
の
肩
に
か
か
っ
た
。（
略
）

　

美
代
は
自
分
の
肩
に
か
か
る
修
一
の
手
の
甲
に
自
分
の
指
を
か
け
て
い
た
。
こ
れ
ら
の
動ど
う
さ作
は
み
じ
ん
も
技ぎ
こ
う巧
が
な
く
、
水
の
中

で
投と
あ
み網
が
ひ
ろ
が
る
よ
う
に
自
然
だ
っ
た
。�

（
第
二
章
）

「
二
人
の
顔
が
近
づ
き
」
そ
し
て
修
一
が
小
さ
く
吐
息
を
つ
く
よ
う
に
「
あ
あ
」
と
言
っ
た
瞬
間
「
二
人
は
も
う
接
吻
し
て
い
た
」。

　

こ
れ
は
修
一
に
と
っ
て
も
美
代
に
と
っ
て
も
、
生
れ
て
は
じ
め
て
の
接
吻
で
、
自
然
の
気
ま
ぐ
れ
な
悪い
た
ず
ら戯

の
よ
う
に
、
こ
ん
な
最

初
の
接
吻
を
す
る
こ
と
に
な
る
成な
り
ゆ
き行
は
、
二
人
の
ど
ち
ら
に
と
っ
て
も
思
い
が
け
な
か
っ
た
。

　

い
そ
い
で
体
を
離
す
と
美
代
は
ふ
る
え
て
い
た
。（
略
）
そ
う
し
て
美
代
は
い
っ
た
ん
体
を
離
し
た
け
れ
ど
、
ふ
る
え
て
い
る
体

の
拠よ

り
所
は
他
に
は
な
い
の
で
、
又
自
然
に
修
一
の
胸
に
顔
を
伏
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
。 

（
第
二
章
）

こ
こ
で
語
り
手
が
「
自
然
」
と
い
う
語
を
殊
更
に
多
用
し
て
い
る
点
は
興
味
深
い
。
二
人
の
「
生
れ
て
は
じ
め
て
の
接
吻
」
を
「
自
然
」
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な
も
の
だ
と
強
調
す
る
叙
述
そ
れ
自
体
が
不
自
然

0

0

0

な
の
だ
。「
自
然
の
気
ま
ぐ
れ
な
悪い
た
ず
ら戯

の
よ
う
に
」
と
い
う
叙
述
は
、
彼
ら
の
く
ち
づ

け
が
、
そ
の
実
「
自
然
の
気
ま
ぐ
れ
な
悪い
た
ず
ら戯
」
に
因
ら
な
い
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。
こ
れ
を
踏
ま
え
て
次
の
記
述
に
注
目
し
た
い
。

　

二
人
は
修
一
の
昇
っ
て
来
た
石
段
を
下
り
ず
に
、
お
濠
に
面
し
た
石
垣
の
上
の
道
へ
ゆ
く
た
め
に
、
別
の
四
五
段
の
短
い
石
段
を

下
り
た
。
し
か
し
こ
れ
は
ひ
ど
く
危
険
な
、
壊こ
わ

れ
か
け
た
石
段
だ
っ
た
の
で
、
先
に
下
り
た
修
一
が
手
を
貸
し
た
。
美
代
の
体
が
ふ

わ
り
と
柔
か
く
自
分
の
手
先
に
か
か
る
の
を
感
じ
た
と
き
、
修
一
は
ま
る
で
土
曜
毎
に
見
る
映
画
の
中
の
人
物
に
な
っ
た
よ
う
な
気

が
し
た
。 

（
第
二
章
）

む
ろ
ん
時
代
や
状
況
は
異
な
る
が
、
夏
目
漱
石
『
三
四
郎
』（『
朝
日
新
聞
』
明
治
四
十
一
年
九
月
一
日
～
十
二
月
二
十
九
日
）
の
、
三

四
郎
と
美
禰
子
が
泥ぬ
か
る
み濘
を
渡
る
場
面
を
想
起
さ
せ
る
構
図
で
あ
る
。
同
様
に
身
体
の
接
触
が
描
か
れ
る
一
方
で
、
修
一
は
三
四
郎
の
よ
う

な
「
不ぶ
き
よ
う

器
用
」
な
振
る
舞
い
を
見
せ
な
い
。
む
し
ろ
、
修
一
は
「
映
画
」
す
な
わ
ち
虚
構
の
世
界
の
人
物
に
な
っ
た
か
の
よ
う
で
あ
る
。

こ
れ
は
何
故
か
。

同
じ
く
三
島
の
手
に
な
る
『
潮
騒
』（
新
潮
社
、昭
和
二
十
九
年
六
月
）
を
補
助
線
と
し
よ
う
。
紙
幅
の
都
合
上
詳
ら
か
に
で
き
な
い
が
、

男
性
主
人
公
の
置
か
れ
た
境
遇
な
ど
細
部
に
お
い
て
も
『
愛
の
疾
走
』
に
は
同
書
の
「
セ
ル
フ
・
パ
ロ
デ
ィ
的
な
要
素
）
11
（

」
が
散
見
さ
れ
る
。

『
潮
騒
』
の
舞
台
・
歌
島
は
「
古
代
さ
な
が
ら
の
伊
勢
の
海
」
に
囲
ま
れ
て
お
り
、「
都
会
の
少
年
」
が
「
ま
づ
小
説
や
映
画
か
ら
恋
愛

の
作
法
を
学
ぶ
」
の
に
対
し
、
娯
楽
の
少
な
い
こ
の
島
に
は
「
お
よ
そ
模
倣
の
対
象
が
な
か
つ
た
」
と
い
う
。「
模
倣
の
対
象
」
を
持
た

な
い
新
治
と
、
週
末
ご
と
に
映
画
館
を
訪
れ
る
修
一
の
境
遇
は
対
蹠
的
で
あ
る
。
つ
ま
り
『
愛
の
疾
走
』
に
お
い
て
、
恋
人
た
ち
の
動
作

の
「
自
然
」
さ
に
は
「
映
画
」
な
ど
の
「
模
倣
の
対
象
」
が
寄
与
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
だ
。
美
代
に
つ
い
て
も
「
い
ろ
ん
な
雑
誌
」
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を
読
ん
だ
り
「
ア
メ
リ
カ
映
画
」
を
観
た
り
し
て
い
る
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
「
六
斗
橋
」
で
の
美
代
た
ち
や
、
東
京
の
青
年

た
ち
の
「
自
然
」
な
振
舞
い
が
、
実
は
「
自
然
に
見
せ
か
け
た
」
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
も
こ
の
解
釈
を
傍
証
す
る
だ
ろ
う
。

や
が
て
美
代
と
恋
仲
に
な
っ
た
修
一
は
「
夜
一
人
に
な
る
と
、も
う
焦し
よ
う
そ
う
か
ん

躁
感
も
孤こ
ど
く独
も
な
く
、
世
界
が
自
分
の
も
の
に
な
っ
た
よ
う
な
」

全
能
感
に
充
た
さ
れ
る
。

　
『
信
じ
ら
れ
な
い
よ
う
な
幸
福
だ
。
僕
が
あ
の
人
に
愛
さ
れ
て
い
る
。
湖
の
む
こ
う
の
美
し
い
娘
に
』

　

彼
は
夢
う
つ
つ
の
中
で
、
氷
結
し
た
湖
が
向
う
岸
と
こ
ち
ら
の
岸
と
を
つ
な
ぎ
、
夢
が
そ
の
ま
ま
氷
結
し
て
堅け
ん
ご固

な
現
実
の
姿
を

と
っ
た
様さ
ま

を
思
い
え
が
い
た
。（
略
）
そ
れ
か
ら
彼
が
あ
ん
な
に
怖
れ
た
、
美
し
い
娘
と
ぶ
ざ
ま
な
自
分
と
の
対た
い
ひ比
も
、
心
配
し
た

ほ
ど
の
も
の
で
も
な
か
っ
た
。
二
つ
の
決
し
て
触ふ

れ
合
わ
な
か
っ
た
世
界
が
溶と

け
あ
っ
て
、
接
吻
を
交か

わ
し
た
の
だ
。

　
『
実
際
こ
の
世
界
は
何
て
ふ
し
ぎ
な
こ
と
が
あ
る
も
の
だ
ろ
う
』

　

闇
の
中
に
美
代
の
美
し
い
唇
だ
け
が
、
氷
っ
た
湖
を
駈
け
て
く
る
一
点
の
炎ほ
の
おの
よ
う
に
近
づ
い
た
。　
　
　
　
　
　
（
第
四
章
）

し
か
し
「
二
つ
の
決
し
て
触ふ

れ
合
わ
な
か
っ
た
世
界
」
が
こ
こ
で
「
溶と

け
あ
っ
て
」
い
る
と
は
言
い
難
い
。
美
代
が
「
湖
の
む
こ
う
の

美
し
い
娘
」「
美
し
い
娘
」
と
の
み
呼
ば
れ
、ま
た
「
氷
っ
た
湖
を
駈
け
て
く
る
一
点
の
炎ほ
の
おの
よ
う
に
近
づ
い
」
て
く
る
の
が
彼
女
の
「
美

し
い
唇
だ
け
」
で
あ
る
こ
と
は
、
修
一
の
彼
女
に
対
す
る
思
慕
が
全
人
格
的
な
も
の
で
な
い
こ
と
を
暴
い
て
い
よ
う
。

彼
に
と
っ
て
美
代
は
か
つ
て
の
「
夢
」
や
「
幻
想
」
が
具
現
化
さ
れ
た
よ
う
な
存
在
で
あ
っ
た
。
美
代
に
つ
い
て
も
、
修
一
へ
の
恋
慕

に
は
「
鞄
を
網あ
み
だ
な棚
に
上
げ
く
れ
た
」
学
生
の
記
憶
や
「
ロ
マ
ン
テ
ィ
シ
ズ
ム
」
が
介
在
し
て
い
る
。
二
人
は
依
然
と
し
て
「
幻
ま
ぼ
ろ
しを
と
お
し

て
恋
し
合
っ
て
い
た
」
の
だ
。
彼
ら
の
「
現
実
」
は
ま
だ
充
分
に
重
な
り
合
っ
て
い
な
い
。「
空
想
力
」（
第
七
章
）
を
欠
い
た
小
説
家
を
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戯
画
化
す
る
本
作
は
、
一
方
で
「
空
想
力
」
が
孕
ん
で
い
る
否
定
的
な
側
面
を
浮
き
彫
り
に
し
て
も
い
る
の
で
あ
る
。

三　

戦
後
日
本
社
会
へ
の
ま
な
ざ
し

や
が
て
二
人
は
十
之
助
の
「
悪あ
く
ま
て
き

魔
的
な
企た
く

ら
み
」
に
よ
っ
て
「
悲
境
」
に
陥
る
。
ス
ケ
ー
ト
の
最
中
に
諏
訪
湖
の
氷
上
に
取
り
残
さ
れ
）
12
（

、

そ
の
後
救
助
さ
れ
た
二
人
を
岸
で
待
ち
構
え
て
き
た
の
は
、
騒
ぎ
を
聞
き
つ
け
た
群
衆
と
、
過
剰
な
「
空
想
力
」
を
以
っ
て
「
男
女
が
並

ん
で
歩
い
て
い
た
だ
け
」
で
ま
こ
と
し
や
か
な
「
ス
キ
ャ
ン
ダ
ル
」
を
で
っ
ち
あ
げ
る
（
そ
の
意
味
で
「
大
島
十
之
助
よ
り
、
よ
っ
ぽ
ど

才
能
あ
る
小
説
家
だ
っ
た
と
言
え
そ
う
で
あ
る
」）
ゴ
シ
ッ
プ
好
き
の
婆
さ
ん
が
呼
び
寄
せ
た
新
聞
社
の
人
員
で
あ
っ
た
。
昂
奮
の
あ
ま

り
「
創そ
う
さ
く
し
よ
う
ど
う

作
衝
動
と
独ひ
と

り
合が
て
ん点

と
が
ご
っ
ち
ゃ
」
に
な
っ
た
十
之
助
は
騒
動
を
煽
り
立
て
つ
つ
自
作
を
ア
ピ
ー
ル
す
る
。
彼
は
二
人
が
ご
く

「
自
然
」
に
「
ロ
マ
ン
チ
ッ
ク
な
筋
道
を
辿た
ど

」
る
様
子
を
見
て
「
猛も
う
れ
つ烈
な
嫉し
つ
と妬
」
を
感
じ
、
以
後
二
人
を
「
俺
の
作
っ
た
世
界
、
俺
の
作
っ

た
現
実
」
に
引
き
込
む
機
会
を
窺
っ
て
い
た
。
十
之
助
の
傍
ら
で
美
代
は
「
修
一
と
二
人
で
こ
ん
な
世
界
を
一
日
も
早
く
抜
け
出
し
た
い

気
持
ち
」
に
な
る
。
し
か
し
修
一
と
美
代
は
「
マ
ス
コ
ミ
の
餌え
じ
き食

」
に
さ
れ
て
し
ま
う
。
翌
朝
の
新
聞
記
事
を
見
た
修
一
の
母
親
は
激
怒

し
、
町
で
は
子
供
た
ち
に
ま
で
冷
や
か
さ
れ
る
。
二
人
は
次
第
に
気
ま
ず
く
な
り
「
御お
ん
ば
し
ら柱の
祭
」
で
も
心
は
通
い
合
わ
な
い
。
母
親
を
介

し
て
伝
達
さ
れ
た
件
の
婆
さ
ん
の
「
作
り
事
」
は
修
一
の
「
古
く
か
ら
の
劣
等
感
」
を
刺
戟
し
、
彼
を
打
ち
の
め
す
。

あ
る
週
末
、
修
一
は
諏
訪
湖
を
走
る
遊
覧
船
に
乗
る
。「
東
京
の
新
婚
夫
婦
ら
し
い
の
や
、
若
い
恋
人
同
士
ら
し
い
の
」
を
目
に
す
る

と
彼
ば
か
り
を
除
外
し
て
「
全
世
界
が
恋
の
幸
福
に
酔
い
し
れ
て
い
る
よ
う
に
」
感
じ
ら
れ
た
と
い
う
。
し
か
し
傍
ら
の
男
女
の
会
話
を

契
機
に
「
都
会
の
大
き
な
渦う
ず

の
中
に
、
デ
ル
タ
・
カ
メ
ラ
が
一
つ
の
小
さ
な
日
用
品
と
し
て
鏤ち
り
ばめ
ら
れ
て
い
る
、
そ
の
途と
ほ
う方
も
な
い
巨
大

な
展
望
を
見
る
よ
う
な
気
が
し
た
」
修
一
に
は
「
あ
れ
ほ
ど
全
世
界
と
同
じ
重
さ
に
見
え
て
い
た
恋
も
、何
だ
か
急
に
自
分
か
ら
遠
ざ
か
っ
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て
、
遠
い
湖
畔
の
村
の
火
の
見
櫓や
ぐ
らみ
た
い
な
、
燐マ
ツ
チ寸
棒ぼ
う

ほ
ど
の
小
さ
さ
に
見
え
だ
し
た
」
と
い
う
。「
何
か
か
ら
自
分
は
治
っ
た
の
だ
」
と

考
え
る
修
一
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
「
平へ
い
お
ん穏

そ
う
で
そ
の
実じ
つ

う
つ
ろ
な
目
つ
き
」
を
彼
の
祖
父
は
見
逃
し
て
い
な
か
っ
た
。

一
方
の
美
代
も
、
同
僚
二
人
と
訪
れ
た
東
京
で
、
そ
の
う
ち
の
一
人
に
「
あ
ん
た
、
失
恋
し
て
か
ら
、
こ
の
ご
ろ
少
し
八
ッ
当
り
じ
ゃ

な
い
？
」
と
言
わ
れ
て
以
来
「
す
っ
か
り
孤
独
に
な
っ
て
、
今
ま
で
と
人
の
ち
が
っ
た
よ
う
な
無
口
な
娘
」
に
な
っ
て
い
た
。
夏
の
最
初

の
休
日
、
霧
ヶ
峰
行
き
の
バ
ス
に
乗
り
込
む
彼
女
の
姿
を
み
か
け
た
の
が
、
緑
屋
の
オ
ー
ト
三
輪
を
乗
り
廻
し
て
い
た
ア
ル
ネ
の
奥
さ
ん

で
あ
っ
た
。
奥
さ
ん
は
慌
て
て
修
一
を
引
っ
張
り
出
し
、
件
の
バ
ス
を
追
跡
す
る
。
美
代
に
気
付
い
た
修
一
は
「
本ほ
ん
の
う
て
き

能
的
」
に
逃
げ
出
そ

う
と
す
る
が
、
奥
さ
ん
は
こ
れ
が
「
最
後
の
チ
ャ
ン
ス
」
で
あ
る
と
諭
す
。
美
代
の
行
方
を
追
う
修
一
の
目
に
は
「
た
だ
美
代
の
ス
カ
ー

フ
だ
け
が
全
世
界
で
あ
っ
た
」。
お
の
れ
の
名
を
呼
ぶ
修
一
の
声
に
気
付
い
た
美
代
も
「
本
能
的
」
に
背
を
翻
し
て
「
疾
走
」
す
る
（
こ

の
構
図
は
第
四
章
に
お
け
る
氷
上
で
の
「
疾
走
」
の
リ
フ
レ
イ
ン
で
あ
る
）。
や
が
て
追
い
つ
い
た
修
一
は
「
不
器
用
」
に
恋
人
の
傍
ら

に
腰
掛
け
る
。「
模
倣
の
対
象
」
の
な
い
「
新
し
く
ひ
ら
け
た
状
況
」
に
あ
っ
て
、
彼
は
「
不
器
用
」
に
し
か
振
る
舞
え
な
い
の
だ
。

涙
に
濡
れ
た
美
代
の
顔
に
浮
か
ん
だ
微
笑
に
力
を
得
た
修
一
は
彼
女
に
接
吻
を
施
す
。「
も
う
何
も
考
え
な
い
よ
う
に
し
よ
う
。（
略
）

自
然
の
与
え
て
く
れ
る
も
の
に
何
一
つ
逆
ら
わ
ず
、
み
ど
り
児
の
よ
う
に
大お
と
な人
し
く
す
べ
て
を
受
け
容
れ
よ
う
」「
考
え
る
こ
と
か
ら
醜

さ
が
生
れ
る
。
心
の
隙す
き
ま間

か
ら
醜
さ
が
生
れ
る
。
心
が
充
実
し
て
い
る
と
き
に
、
ど
う
し
て
、
こ
の
世
界
に
醜
さ
の
入
っ
て
く
る
余
地
が

あ
る
だ
ろ
う
か
」
と
夢
心
地
の
う
ち
に
思
う
美
代
は
「
世
界
中
の
人
に
見
ら
れ
て
い
て
も
、
今
の
自
分
の
姿
に
は
、
恥
ず
べ
き
こ
と
は
何

一
つ
な
い
よ
う
な
気
が
し
た
」
と
い
う
。
そ
し
て
「
機
械
に
ふ
り
ま
わ
さ
れ
て
暮
ら
さ
ね
ば
な
ら
ぬ
現
代
」
が
強
い
る
疎
外
や
、「
ロ
マ

ン
テ
ィ
シ
ズ
ム
」
に
裏
打
ち
さ
れ
た
「
虚
栄
心
」
か
ら
解
き
放
た
れ
た
二
人
は
、
美
し
い
自
然
の
内
で
身
体
を
重
ね
る
の
で
あ
る
。

重
要
な
の
は
こ
こ
で
二
人
が
婚
前
交
渉
を
完
遂
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
藤
井
淑
禎
は
「
高
度
経
済
成
長
以
降
の
、
物
質
的
価
値
を
至

上
と
す
る
価
値
観
」
が
台
頭
し
た
「
昭
和
三
十
八
年
前
後
の
時
期
」
に
あ
っ
て
「
純
潔
と
い
う
規
範
」
は
、「
当
初
の
全
人
教
育
的
目
標
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を
次
第
に
見
失
い
」、「
精
神
と
し
て
の
純
潔
か
ら
物
質
と
し
て
の
純
潔
へ
の
す
り
か
え
」
が
行
わ
れ
た
と
指
摘
す
る
。
と
す
れ
ば
、
雄
大

な
自
然
の
内
で
遂
げ
ら
れ
た
二
人
の
性
交
渉
は
「
純
潔
の
モ
ノ
化
と
い
う
物
質
主
義
）
13
（

」
に
対
す
る
反ア
ン
チ
テ
ー
ゼ

措
定
と
見
做
し
得
よ
う
。

連
載
開
始
前
に
掲
載
さ
れ
た
「
作
者
の
言
葉
」（『
婦
人
倶
楽
部
』
昭
和
三
十
六
年
十
二
月
号
）
に
は
「
昔
か
ら
、
恋
愛
と
、
そ
れ
に
演

じ
ら
れ
た
女
性
の
役や
く
わ
り割

は
、意い
し
き
て
き

識
的
な
革
命
家
と
ち
が
っ
て
、無
意
識
の
う
ち
に
、社
会
の
革か
く
し
ん新

を
招
来
し
た
こ
と
で
あ
る
」。
そ
し
て
「
私

は
、
日
本
の
社
会
の
変へ
ん
ぼ
う貌
と
そ
の
ギ
ャ
ッ
プ
に
生
ず
る
恋
愛
の
新
ら
し
い
力
を
、
明
る
く
、
愉た
の

し
く
、
描
い
て
み
た
い
と
思
っ
て
い
る
」

と
記
さ
れ
て
い
た
。「
人
間
は
恋
と
革
命
の
た
め
に
生
れ
て
来
た
の
だ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

」
と
い
う
太
宰
治
『
斜
陽
』（『
新
潮
』
昭
和
二
十
二
年
七
月
号
～

十
月
号
）
の
一
節
も
想
起
さ
れ
よ
う
が
、
美
代
に
「
自
分
た
ち
の
恋
ば
か
り
で
は
な
く
、
そ
の
恋
を
と
り
ま
く
大
き
な
人
間
の
生
活
と
社

会
の
幸
福
ま
で
、
漠ば
く
ぜ
ん然
と
考
え
て
し
ま
う
性た

ち質
」（
第
四
章
）
を
付
与
し
た
「
作
者
」
に
、「
物
質
的
価
値
を
至
上
と
す
る
価
値
観
」
が
蔓

延
す
る
「
社
会
」
と
「
恋
愛
」
と
の
相
剋
を
描
き
出
そ
う
と
い
う
意
識
が
あ
っ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
の
意
味
で
、
男
女
の
性
交

渉
が
回
避
さ
れ
る
『
潮
騒
』
が
ま
さ
し
く
「
清
ら
か
な
青
年
男
女
の
恋
愛
」
と
し
て
商
品
化
さ
れ
て
ゆ
く
一
方
で
、
掲
載
第
六
回
目
以
降

「
東
映
映
画
化
」
と
謳
わ
れ
て
い
た
『
愛
の
疾
走
』
の
映
像
化
が
中
止
さ
れ
た
こ
と
は
皮
肉
と
い
う
ほ
か
な
い
。

二
人
の
結
婚
問
題
が
浮
上
す
る
な
か
で
、
修
一
の
祖
父
は
「
こ
れ
か
ら
の
世
の
中
は
、
知
恵
も
お
金
も
あ
り
あ
ま
っ
て
る
連れ
ん
ち
ゆ
う中が

、
そ

の
知
恵
と
お
金
を
五
倍
十
倍
に
す
る
た
め
に
働
い
て
い
る
世
の
中
で
、
何
の
た
め
に
五
倍
十
倍
に
も
し
な
け
り
ゃ
な
ら
ん
の
か
わ
か
ら
な

い
が
、
そ
の
手
助
け
を
し
て
、
お
余
り
を
い
た
だ
く
の
が
、
わ
し
ら
の
仕
事
に
な
る
他ほ
か

な
い
ん
だ
」
と
漏
ら
し
て
い
た
。
そ
の
名
が
「
世

界
に
鳴
り
ひ
び
い
て
い
る
」「
カ
メ
ラ
会
社
の
モ
ダ
ン
な
力
」
と
「
貧
し
い
漁
村
の
古
い
伝
統
」
と
の
対
決
は
、
あ
え
な
く
前
者
の
勝
利

に
終
わ
る
の
だ
。
左
の
叙
述
は
、
そ
れ
を
端
的
に
証
づ
け
て
い
る
。

　

会
社
は
絶
好
の
Ｐ
Ｒ
の
題
材
を
と
ら
え
た
の
で
あ
る
。
訪
問
す
る
お
客
に
は
、
小
野
崎
村
の
修
一
と
デ
ル
タ
・
カ
メ
ラ
の
美
代
と
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の
ロ
マ
ン
ス
を
語
り
、
そ
の
生
家
の
村
を
遠
望
レ
ン
ズ
で
撮う
つ

さ
せ
る
サ
ー
ヴ
ィ
ス
が
つ
き
、
か
つ
、
そ
の
理
解
あ
る
爺
さ
ん
の
漁
獲

の
わ
か
さ
ぎ
が
お
み
や
げ
に
つ
く
と
い
う
、
一
部
始
終
を
ユ
ー
モ
ラ
ス
に
描
写
し
た
小
冊
子
が
渡
さ
れ
、（
え
え
、
も
う
白
状
し
て

し
ま
お
う
。
こ
の
小
冊
子
の
著
者
は
実
は
俺
で
あ
る
。
俺
は
Ｐ
Ｒ
費
か
ら
、
相
当
の
額
を
出
し
て
も
ら
っ
て
い
る
。
但た
だ

し
内
密
に
）、

そ
れ
が
工
場
の
機
械
の
説
明
書
な
ど
の
無む
み
か
ん
そ
う

味
乾
燥
ぶ
り
を
、
緩か
ん
わ和

す
る
と
い
う
仕し
く
み組

で
あ
る
。 

（
大
島
十
之
助
の
章
④
）

「
Ｐ
Ｒ
」
に
都
合
の
良
い
材
料
が
こ
ぞ
っ
て
利
用
さ
れ
、
資
本
主
義
の
論
理
の
「
無む
み
か
ん
そ
う

味
乾
燥
ぶ
り
」
が
「
ユ
ー
モ
ラ
ス
」
な
「
小
冊
子
」

に
よ
っ
て
「
緩か
ん
わ和

」
さ
れ
る
仕
組
み
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
十
之
助
は
「
近
代
的
な
大
企
業
」
が
も
た
ら
す
恩
恵
に
浴
し
つ
つ
も
、

こ
れ
で
は
「
地
方
主
義
」
の
作
家
と
し
て
「
一
分
が
立
た
な
い
」
と
の
思
い
か
ら
、
自
作
の
ラ
ス
ト
に
「
現
代
の
け
た
た
ま
し
い
サ
イ
レ

ン
」
を
取
り
入
れ
る
。
彼
は
「
キ
ー
・
パ
ン
チ
ャ
ー
の
自
殺
を
、
一
寸
気
の
毒
だ
が
、
デ
ル
タ
・
カ
メ
ラ
へ
も
っ
て
来
よ
う
、
そ
れ
が
い

い
。
未
来
に
は
光
り
ば
か
り
は
な
い
こ
と
を
そ
れ
が
暗あ
ん
じ示

す
る
だ
ろ
う
」
と
考
え
る
。
か
く
し
て
文
字
通
り
に
導
入
さ
れ
た
「
静
か
な
街

に
は
め
ず
ら
し
い
救
急
車
の
サ
イ
レ
ン
」
を
も
っ
て
、『
愛
の
疾
走
』
は
作
中
作
と
同
時
に
幕
を
閉
じ
ら
れ
る
。

本
節
で
検
討
し
て
き
た
戦
後
の
日
本
社
会
に
対
す
る
批
判
的
な
眼
差
し
は
、
他
の
箇
所
か
ら
も
窺
う
こ
と
が
で
き
る
。

　

わ
け
て
も
Ｉ
・
Ｂ
・
Ｍ
社
製
の
電
子
計
算
機
を
ズ
ラ
リ
と
並
べ
た
部
屋
は
社
長
の
御
自
慢
の
部
屋
で
、
そ
こ
が
あ
た
か
も
全
工
場

を
支
配
す
る
頭
脳
で
あ
る
か
の
よ
う
に
、
社
長
室
の
す
ぐ
お
と
な
り
の
部
屋
を
占し

め
て
い
る
。
見
学
者
は
、
こ
の
ガ
ラ
ス
張ば

り
の
部

屋
の
な
か
を
、
お
そ
る
お
そ
る
の
ぞ
き
、
塵ち
り

ひ
と
つ
落
ち
て
い
な
い
床
の
上
に
、
宝
物
の
よ
う
に
配は
い
ち置

さ
れ
て
い
る
神
秘
的
な
電
子

計
算
機
と
、
そ
の
ま
わ
り
に
い
る
白は
く
い衣
の
技
師
や
、
私
た
ち
女
子
従
業
員
を
、
ま
る
で
ち
が
っ
た
世
界
の
人
た
ち
の
よ
う
に
眺
め
る

の
だ
。 

（
正
木
美
代
の
章
①
）
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こ
れ
を
細
井
和
喜
蔵
『
女
工
哀
史
』（
改
造
社
、大
正
十
四
年
）
に
お
け
る
薩
摩
藩
の
紡
績
工
場
に
つ
い
て
記
し
た
一
文
と
比
較
し
よ
う
。

『
愛
の
疾
走
』
の
執
筆
段
階
に
お
い
て
三
島
が
直
接
参
照
し
た
か
否
か
は
定
か
で
な
い
が
、
両
者
の
類
似
は
一
目
瞭
然
で
あ
る
。

　

自
動
機
械
と
い
ふ
や
う
な
珍
し
い
も
の
を
皆
目
観
た
こ
と
の
な
い
日
本
人
は
、
た
だ
そ
の
機
械
の
側
に
つ
い
て
ゐ
て
綿
を
供
給
し

て
や
つ
た
り
、
糸
を
継
い
だ
り
す
る
丈
で
独
り
で
に
美
し
い
糸
の
紡
げ
る
ス
ピ
ニ
ン
グ
・
マ
シ
ン
は
夢
の
如
く
不
思
議
な
も
の
で
あ

つ
た
。
機
械
を
ば
恰
か
も
神
の
如
く
訝
り
惧
れ
た
。
そ
し
て
其
の
神
秘
的
な
機
械
の
守
り
を
す
る
人
を
神
官
の
や
う
に
思
つ
て
到
底

凡
人
で
は
な
い
と
ま
で
あ
が
め
奉
る
。 

（
第
一 

そ
の
梗
概
、
七
頁
）

最
新
鋭
の
工
場
の
様
子
を
「
近
代
日
本
が
試
験
管
の
な
か
で
培ば
い
よ
う養

さ
れ
て
い
る
み
た
い
」
と
捉
え
る
美
代
の
認
識
は
、
は
し
な
く
も
近

代
日
本
の
工
業
化
の
連
続
性
を
言
い
当
て
て
い
る
の
だ
）
14
（

。
ま
た
、
ア
メ
リ
カ
に
も
引
け
を
取
ら
ぬ
と
い
う
工
場
の
尖
端
性
は
、
畢
竟
「
Ｉ
・

Ｂ
・
Ｍ
社
製
」
つ
ま
り
米
国
製
の
電
子
計
算
機
に
よ
っ
て
担
保
さ
れ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。「
全
工
場
を
支
配
す
る
頭
脳
」
た
る
「
神
秘
的
」

な
機
械
を
囲
繞
す
る
環
境
や
見
学
者
の
態
度
は
、
敗
戦
後
の
日
本
社
会
に
占
め
る
米
国
の
地
位
を
想
起
さ
せ
も
す
る
だ
ろ
う
。
こ
れ
を
念

頭
に
置
く
と
き
、
次
の
叙
述
に
込
め
ら
れ
た
「
ア
イ
ロ
ニ
イ
）
15
（

」
が
明
瞭
と
な
る
。

　

お
詣ま
い

り
し
て
か
ら
、
境け
い
だ
い内

に
並
べ
ら
れ
た
菊
の
鉢は
ち
う
え植

の
展
覧
会
を
見
た
。
雨
を
防
い
で
、
ビ
ニ
ー
ル
の
屋
根
お
お
い
を
か
け
て
あ

る
が
、
そ
れ
を
紫
幔
幕
で
う
ま
く
隠
し
て
い
る
の
が
、
な
か
な
か
念
が
届
い
て
い
る
。
ほ
か
に
見
物
人
が
ひ
と
り
も
い
な
い
境
内
に
、

咲
き
誇
っ
て
い
る
た
く
さ
ん
の
菊
は
、
初
冬
の
澄
ん
だ
明
る
い
日
光
の
中
の
、
し
ー
ん
と
し
た
豪ご
う
し
や奢
そ
の
も
の
だ
っ
た
。（
略
）

　
「
ま
る
で
作
り
物
み
た
い
。
き
れ
い
は
き
れ
い
だ
け
ど
、
私
、
こ
ん
な
人
工
的
な
の
、
イ
ヤ
だ
な
」
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と
一
言
居
士
の
成
瀬
さ
ん
が
言
っ
た
。 

（
正
木
美
代
の
章
②
）

こ
の
「
菊
の
鉢は
ち
う
え植

」
は
、
戦
後
政
治
の
中
枢
＝
「
頭
脳
」
の
座
を
斥
け
ら
れ
た
天
皇
と
皇
室
の
メ
タ
フ
ァ
ー
と
し
て
読
み
得
よ
う
。
昭

和
三
十
三
年
の
「
皇
太
子
ご
成
婚
」
を
契
機
と
し
て
女
性
週
刊
誌
を
中
心
に
雑
誌
メ
デ
ィ
ア
は
相
次
い
で
皇
室
報
道
に
乗
り
出
し
「
ミ
ッ

チ
ー
・
ブ
ー
ム
」
を
演
出
。『
婦
人
倶
楽
部
』
で
も
毎
号
の
よ
う
に
皇
室
の
動
静
が
写
真
と
と
も
に
伝
え
ら
れ
た
。
三
島
は
同
誌
に
連
載

し
た
「
社
会
料
理
三
島
亭
」
の
「
携
帯
用
食
品
「
カ
メ
ラ
の
効
用
」」（『
婦
人
倶
楽
部
』
昭
和
三
十
五
年
八
月
号
）
で
こ
う
述
べ
る
。

よ
く
人
の
家
に
呼
ば
れ
て
、
家
族
の
成
長
の
ア
ル
バ
ム
な
ん
か
を
見
せ
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
と
こ
ろ
が
こ
ん
な
に
退
屈
な
も
て
な

し
は
な
い
。
人
の
家
族
の
成
長
な
ん
か
面
白
く
も
な
ん
と
も
な
い
か
ら
で
あ
る
。（
略
）
し
か
し
か
へ
す
が
へ
す
も
注
意
す
べ
き
こ

と
は
、
自
分
の
赤
ん
坊
の
写
真
な
ん
か
、
決
し
て
人
に
見
せ
る
も
の
で
は
な
い
、
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
。

「
実
は
、
本
当
の
こ
と
を
い
ふ
と
、
カ
メ
ラ
の
写
し
て
ゐ
る
の
は
、
み
つ
と
も
な
い
カ
ッ
パ
み
た
い
な
未
成
熟
の
人
間
像
に
す
ぎ
な
い
」

と
述
べ
る
三
島
は
「
ま
あ
、
可
愛
い
赤
ち
や
ん
」
と
い
っ
た
「
お
世
辞
」
の
言
い
合
い
を
斥
け
る
。
一
般
論
と
し
て
通
用
す
る
物
言
い
で

は
あ
る
が
、
こ
こ
で
見
落
と
せ
な
い
の
は
昭
和
三
十
五
年
二
月
の
浩
宮
（
現
皇
太
子
）
誕
生
と
い
う
出
来
事
で
あ
る
。
以
後
『
婦
人
倶
楽

部
』
の
皇
室
に
関
わ
る
誌
面
も
、
美
智
子
妃
の
育
児
と
浩
宮
の
「
成
長
」
の
様
子
を
伝
え
る
「
ア
ル
バ
ム
」
と
い
っ
た
様
相
を
呈
し
て
ゆ

く
。
こ
う
し
た
戦
後
に
お
け
る
ア
メ
リ
カ
ナ
イ
ズ
さ
れ
た
理
想
的
家
族

0

0

0

0

0

と
し
て
の
「
開
か
れ
た
皇
室
」
の
イ
メ
ー
ジ
が
、
そ
れ
を
媒
介
す

る
女
性
雑
誌
と
い
う
メ
デ
ィ
ア
に
お
い
て
「
作
り
物
み
た
い
」「
人
工
的
」
と
諷
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
）
16
（

。

三
島
は
自
身
の
連
載
経
験
や
雑
誌
の
特
性
を
踏
ま
え
つ
つ
、
戦
後
日
本
社
会
に
対
す
る
鋭
い
批
評
意
識
を
装
填
し
つ
つ
も
全
体
と
し
て
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「
娯
楽
性
の
高
い
、
愉
し
い
小
説
」（
吉
田
前
掲
論
）
と
し
て
成
立
し
て
い
る
、
そ
の
よ
う
な
作
品
の
執
筆
を
試
み
た
の
だ
。

四　
「
世
界
」
の
片
隅
と
「
世
界
」
の
広
が
り

最
後
に
、
作
中
作
の
仕
掛
け
を
は
じ
め
と
す
る
本
作
の
構
造
に
つ
い
て
考
え
た
い
。
十
之
助
は
、
恋
人
た
ち
が
「
悲
境
」
に
陥
っ
て
か

ら
の
動
向
を
「
修
一
か
ら
の
又
聞
き
」
に
よ
っ
て
再
構
成
し
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
方
法
に
は
自
ず
と
限
界
が
あ
る
。
た
と
え
ば
、

霧
ヶ
峰
で
の
二
人
の
動
向
を
彼
は
直
接
に
見
て
は
い
な
い
。
た
だ
し
「
自
殺
の
衝
動
」
に
関
し
て
、自
作
の
原
稿
に
「
美
代
も
そ
う
で
あ
っ

た
よ
う
に
」
と
記
し
て
い
る
こ
と
に
鑑
み
れ
ば
、
霧
ヶ
峰
で
交
わ
さ
れ
た
会
話
の
内
容
に
つ
い
て
、
十
之
助
が
そ
の
一
端
を
承
知
し
て
い

る
こ
と
が
窺
え
る
。
一
方
で
修
一
や
美
代
は
、
霧
ヶ
峰
で
の
具
体
的
な
出
来
事
に
つ
い
て
は
「
厳げ
ん
み
つ密

に
検け
ん
え
つ閲

し
て
」、
性
交
渉
の
様
子
な

ど
は
「
全
然
カ
ッ
ト
し
て
」
伝
え
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
十
之
助
の
い
わ
ゆ
る
「
清
純
」
が
婚
前
交
渉
の
否
認
を
含
意
し
て
い
る
と
す
れ
ば
、

彼
の
「
愛
ら
し
い
田
園
小
説
」
の
「
清
ら
か
」
さ
は
、
恋
人
た
ち
が
彼
の
作
っ
た
小
説
の
「
世
界
」
を
く
ぐ
り
抜
け
て
い
る
こ
と
、
そ
れ

に
よ
っ
て
こ
そ
担
保
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
、
小
説
家
の
目
論
見
と
は
裏
腹
に
、「
現
実
」
が
「
思
い
の
ま
ま
」
に
な
ら
な

い
こ
と
を
、『
愛
の
疾
走
』
の
構
造
そ
れ
自
体
が
証
明
し
て
い
る
の
だ
。

一
方
、
三
人
称
の
語
り
手
も
物
語
を
「
思
い
の
ま
ま
」
に
叙
述
し
得
る
位
置
に
は
な
い
。
美
代
が
霧
ヶ
峰
に
赴
く
際
の
心
境
に
つ
い
て

語
り
手
は
「
一
人
で
寮
に
と
じ
こ
も
っ
て
い
る
よ
り
は
、一
人
で
美
し
い
山
の
景
色
を
眺
め
て
気
晴
ら
し
を
し
た
い
と
い
う
気
に
な
っ
た
」

と
説
明
し
て
い
た
。
し
か
し
美
代
自
身
は
「
本
当
は
私
、一
人
で
こ
こ
へ
来
て
」「
ひ
ょ
っ
と
し
た
ら
自
殺
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
と
思
っ

て
い
た
の
」
と
述
べ
て
お
り
、
両
者
の
言
い
分
は
食
い
違
っ
て
い
る
。
道
中
で
次
第
に
「
自
殺
の
衝
動
」
が
高
ま
っ
て
い
っ
た
と
考
え
ら

れ
な
く
は
な
い
し
、
彼
女
が
大
袈
裟
な
物
言
い
を
し
て
い
る
可
能
性
も
排
除
で
き
な
い
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
語
り
手
は
彼
女
の
「
自
殺
の
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衝
動
」
の
実
態
に
つ
い
て
「
こ
ま
か
く
分
析
」（
第
二
章
）
し
得
て
は
い
な
い
。
語
り
手
に
よ
る
登
場
人
物
の
内
面
へ
の
焦
点
化
に
関
し

て
も
、
そ
の
度
合
や
精
度
に
限
界
が
あ
る
の
だ
。
こ
の
こ
と
は
次
の
叙
述
に
も
当
て
嵌
ま
る
。

　

彼
が
家い
え
だ
い
〳
〵

代
々
の
仕
事
に
持
っ
て
い
た
誇
り
は
、
し
か
し
、
孤
独
の
中
で
育
て
ら
れ
た
夢
で
あ
っ
た
。
た
っ
た
一
人
の
青
春
を
大
切

に
守
る
こ
と
の
苦
し
み
と
、
そ
の
苦
し
み
に
耐た

え
る
口
実
と
が
、
し
ゃ
に
む
に
彼
の
そ
ん
な
誇
り
を
は
ぐ
く
ま
せ
た
の
か
も
し
れ
な

か
っ
た
。
あ
の
秋
の
お
わ
り
の
降
り
み
降
ら
ず
み
の
雨
の
な
か
で
、
彼
が
湖
の
彼か
な
た方
に
デ
ル
タ
・
カ
メ
ラ
工
場
の
白
い
結け
つ
し
よ
う晶を
眺
め
、

そ
こ
に
彼
を
待
っ
て
い
る
筈は
ず

の
美
し
い
幻
ま
ぼ
ろ
しの

娘
を
夢
み
た
と
き
、
彼
は
し
ら
ず
し
ら
ず
自
分
の
誇
り
を
裏う
ら
ぎ切

っ
て
い
た
の
か
も
し
れ

な
か
っ
た
。
そ
の
と
き
彼
の
美
し
い
娘
へ
の
憧
れ
は
、
お
の
ず
か
ら
、
生
活
と
伝
統
の
変へ
ん
か
く革
の
夢
を
孕は
ら

ん
で
い
た
の
か
も
し
れ
な
い

の
で
あ
る
。

　

そ
う
思
う
と
、
美
代
と
結
婚
す
る
た
め
な
ら
父
祖
の
業
を
捨
て
て
も
い
い
と
い
う
気
が
起
る
こ
と
は
、
あ
な
が
ち
、
女
の
た
め
に

男
の
仕
事
を
捨
て
る
と
い
う
風
な
、
あ
り
ふ
れ
た
純
情
の
発は
つ
ろ露
だ
け
で
は
な
さ
そ
う
で
あ
っ
た
。
美
代
と
は
じ
め
て
会
う
前
に
、
美

代
の
よ
う
な
存
在
を
夢
み
は
じ
め
た
そ
の
と
き
か
ら
、
修
一
は
先せ
ん
ぞ祖
伝で
ん
ら
い来
の
自
分
の
仕
事
を
捨
て
か
け
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
の

で
あ
る
。 

（
第
八
章
、
傍
線
は
引
用
者
）

二
重
傍
線
部
の
「
気
が
起
る
」
主
体
が
修
一
で
あ
る
こ
と
や
、
彼
が
カ
メ
ラ
工
場
の
娘
を
思
い
「
漁
夫
と
し
て
の
自
分
の
姿
」
に
「
絶

望
を
感
じ
」（
田
所
修
一
の
章
）
て
い
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
そ
う
し
た
彼
の
心
理
に
関
す
る
「
自
分
の
誇
り
を
裏う
ら
ぎ切

っ

て
い
た
の
か
も
し
れ
な
か
っ
た
」
と
い
っ
た
推
量
が
、
修
一
本
人
の
思
惟
を
ど
れ
ほ
ど
反
映
し
て
い
る
か
は
曖
昧
と
い
う
ほ
か
な
い
。
右

の
引
用
部
に
お
い
て
は
「
自
分
」
と
い
う
自
称
詞
の
使
用
が
抑
制
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
文
脈
上
、
波
線
部
の
「
そ
う
思
う
と
」
は
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「
気
が
起
る
」
で
は
な
く
「
な
さ
そ
う
で
あ
っ
た
」
に
か
か
る
の
で
、「
そ
う
思
う
」
主
体
も
や
は
り
明
確
で
は
な
く
、
語
り
手
が
勝
手
な

推
察
を
重
ね
て
い
る
と
も
捉
え
ら
れ
る
。
こ
こ
で
も
語
り
手
は
修
一
の
心
理
を
「
こ
ま
か
く
分
析
」
す
な
わ
ち
正
確
に
捕
捉
し
得
て
は
い

な
い
。
当
初
は
「
美
し
い
」
と
形
容
さ
れ
て
い
た
美
代
の
指
が
後
段
で
は
「
華き
や
し
や奢
な
美
し
い
女
の
指
と
は
言
え
な
か
っ
た
」
と
さ
れ
て
い

る
点
な
ど
に
鑑
み
て
も
、
三
人
称
の
語
り
手
は
特
権
的
な
位
置
に
あ
る
と
は
い
え
ず
、
そ
の
叙
述
は
作
中
人
物
の
思
惟
や
発
言
に
従
属
す

る
側
面
さ
え
有
し
て
い
る
の
だ
。

こ
の
よ
う
に
一
元
的
・
超
越
的
な
語
り
を
斥
け
、
登
場
人
物
や
語
り
手
に
よ
る
ナ
ラ
テ
ィ
ヴ
が
相
互
に
相
対
化
さ
れ
な
が
ら
物
語
が
展

開
す
る
構
造
に
よ
っ
て
『
愛
の
疾
走
』
は
広
が
り
を
も
っ
た
物
語
内
世
界
を
構
築
し
て
い
る
の
で
あ
る
）
17
（

。

夫
の
「
小
説
家
と
し
て
の
変
な
不
合
理
な
特と
つ
け
ん
い
し
き

権
意
識
」
を
た
ま
ら
な
く
嫌
う
ア
ル
ネ
の
奥
さ
ん
は
「
犠ぎ
せ
い牲
に
さ
れ
た
形
の
若
い
二
人
を
、

何
と
か
自
分
の
手
で
救
ひ
出
さ
な
く
て
は
、
人
間
の
道
に
背そ
む

く
」
と
ま
で
思
い
詰
め
「
生
き
た
人
間
を
実
験
台
に
す
る
」
よ
う
な
十
之
助

の
遣
り
口
を
「
ア
イ
ヒ
マ
ン
」
に
擬
え
て
い
た
。
元
親
衛
隊
中
佐
ア
ド
ル
フ
・
ア
イ
ヒ
マ
ン
が
「
人
道
に
対
す
る
罪
」
な
ど
の
贖
い
と
し

て
絞
首
刑
に
処
さ
れ
た
の
は
昭
和
三
十
六
年
六
月
一
日
未
明
で
あ
っ
た
。「
核
爆
発
」
と
い
う
言
辞
や
放
射
能
雨
）
18
（

に
関
す
る
遣
り
取
り
を

含
め
、
本
作
に
は
当
該
時
期
の
世
界
情
勢
や
時
事
が
さ
り
げ
な
く
書
き
込
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

既
に
明
ら
か
な
よ
う
に
、
本
作
で
は
「
世
界
」
と
い
う
語
が
（「
疾
走
」
と
同
様
に
）
多
用
さ
れ
て
い
る
。
連
載
一
回
目
の
作
者
紹
介

欄
に
は
「
か
つ
て
本
誌
に
「
永
す
ぎ
た
春
」
を
連
載
し
、
そ
の
題
名
が
流
行
語
と
な
っ
た
ほ
ど
の
好
評
を
博
し
た
三
島
氏
に
、
久
々
に
登

場
し
て
い
た
だ
き
ま
す
」
と
記
さ
れ
て
い
た
。
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
『
永
す
ぎ
た
春
』（『
婦
人
倶
楽
部
』
昭
和
三
十
一
年
一
月
号
～
十
二
月
号
）

の
作
者
と
し
て
期
待
さ
れ
る
恋
ラ
ヴ
・
ス
ト
ー
リ
ー

愛
譚
を
軸
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
人
間
が
直
面
す
る
「
世
界
」
や
、
虚
実
の
「
世
界
」
が
交
錯
す
る
様
を
描
き

つ
つ
、
戦
後
の
日
本
社
会
に
お
け
る
諸
問
題
や
、
そ
れ
を
背
後
か
ら
動
か
す
「
世
界
」
情
勢
を
小
説
に
導
入
す
る
こ
と
。
そ
こ
に
は
『
美

し
い
星
』
と
同
様
に
、「
水
爆
」
す
な
わ
ち
米
ソ
冷
戦
構
造
を
見
据
え
つ
つ
「
長
火
バ
チ
の
ま
は
り
」
い
わ
ば
「
世
界
」
の
片
隅
を
描
く
と
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い
う
、
小
説
の
具リ
ア
リ
テ
ィ

体
性
と
「
方
法
」
に
関
す
る
問
題
意
識
が
潜
ん
で
い
た
筈
で
あ
る
。『
愛
の
疾
走
』
は
個
人
の
内
面
に
焦
点
化
す
る
静
的

な
語
り
で
は
叙
述
し
尽
く
せ
ぬ
「
世
界
」
の
広
が
り
を
、
多
様
な
ナ
ラ
テ
ィ
ヴ
が
「
混
線
）
19
（

」
す
る
構
造
に
よ
っ
て
開
示
し
て
い
る
の
だ
。

安
易
な
素
材
主
義
や
直
線
的
な
語
り
に
拠
ら
ず
し
て
、
具リ
ア
リ
テ
ィ

体
性
と
「
世
界
」
の
広
が
り
を
同
時
に
担
保
し
得
る
小
説
の
「
方
法
」
を
模

索
す
る
試
み
。
純
文
学
論
争
の
最
中
に
著
さ
れ
た
『
愛
の
疾
走
』
は
、
こ
う
し
た
観
点
か
ら
読
み
直
さ
れ
る
べ
き
小
説
な
の
で
あ
る
。

﹇
注
﹈

（
1
） 

江
藤
淳「
文
芸
時
評
」（『
朝
日
新
聞
』朝
刊
、
昭
和
三
十
七
年
十
一
月
三
日
）

（
2
） 

小
泉
譲「
主
婦
の
本
棚 

愛
の
疾
走
」（『
婦
人
倶
楽
部
』昭
和
三
十
八
年
四
月
号
）は「
殺
人
小
説
の
は
ん
ら
ん
」が「
今
日
の
灰
色
の
渦う
ず

の
巻
い
て

い
る
現
実
社
会
の
き
た
な
ら
し
さ
、
人
間
不
信
の
ム
ー
ド
」を
象
徴
す
る
と
論
じ
て
い
る
。
な
お『
愛
の
疾
走
』は
松
本
清
張『
塗
ら
れ
た
本
』

（『
婦
人
倶
楽
部
』昭
和
三
十
七
年
一
月
号
〜
昭
和
三
十
八
年
五
月
号
）と
併
載
さ
れ
て
い
る
。

（
3
） 

平
野
謙「
文
芸
雑
誌
の
役
割  「
群
像
」十
五
周
年
に
よ
せ
て
」（『
朝
日
新
聞
』朝
刊
、
昭
和
三
十
六
年
九
月
十
三
日
）な
ら
び
に
同「
今
月
の
小

説（
上
）」、『
毎
日
新
聞
』夕
刊
、
昭
和
三
十
六
年
十
一
月
三
十
日
）

（
4
） 

こ
の
点
に
つ
い
て
は
拙
稿「
三
島
由
紀
夫「
源
氏
供
養
」論
」（『
日
本
研
究
論
集
』第
十
四
号
、
平
成
二
十
八
年
十
月
）を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
5
） 

本
作
の
章
立
て
と
掲
載
号
は
以
下
の
と
お
り
。
田
所
修
一
の
章
・
正
木
美
代
の
章
・
大
島
十
之
助
の
章（
一
月
号
）、
第
一
章（
二
月
号
）、
第

二
章（
三
月
号
）、
大
島
十
之
助
の
章
・
正
木
美
代
の
章（
四
月
号
）、
第
三
章（
五
月
号
）、
第
四
章（
六
月
号
）、
第
五
章（
七
月
号
）、
大
島

十
之
助
の
章（
八
月
号
）、
第
六
章（
九
月
号
）、
第
七
章（
十
月
号
）、
第
八
章（
十
一
月
号
）、
大
島
十
之
助
の
章（
十
二
月
号
）。
以
下
、
大

島
十
之
助
と
正
木
美
代
の
章
は
、
順
に
沿
っ
て
番
号
を
付
し
区
別
す
る
。

（
6
） 

十
之
助
が「
す
ば
ら
し
い
ロ
マ
ン
チ
ッ
ク
な
都
会
的
な
題
」と
自
負
す
る「
愛
の
疾
走
」と
い
う
タ
イ
ト
ル
は
、
知
っ
て
か
知
ら
で
か
フ
ラ
ン

ソ
ワ
・
モ
ー
リ
ヤ
ッ
ク『
愛
の
沙
漠
』（
三
島
架
蔵
本
は
、
杉
捷
夫
訳『
モ
ー
リ
ヤ
ッ
ク
小
説
集
』第
三
巻
、
目
黒
書
店
、
昭
和
二
十
六
年
一
月
）
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や
、
そ
の
影
響
下
に
書
か
れ
た
三
島
由
紀
夫『
愛
の
渇
き
』（
新
潮
社
、
昭
和
二
十
五
年
六
月
）の
パ
ロ
デ
ィ
と
な
っ
て
い
る
。 

（
7
） 

十
返
肇「「
文
壇
」崩
壊
論
」（『
中
央
公
論
』昭
和
三
十
一
年
十
二
月
号
）

（
8
） 

福
田
恆
存「
文
壇
的
な
、
あ
ま
り
に
文
壇
的
な
」（『
新
潮
』昭
和
三
十
七
年
四
月
号
）

（
9
） 
吉
田
昌
志「
三
島
由
紀
夫「
愛
の
疾
走
」の
諏
訪
」（『
国
語
と
国
文
学
』平
成
十
七
年
十
二
月
号
）

（
10
） 
吉
田
前
掲
論
は
、
諏
訪
周
辺
の
風
物
を
克
明
に
な
ぞ
る
本
作
の
叙
述
に
関
し
て
、「
当
時
の
諏
訪
の
す
ぐ
れ
た
紀
行
・
現ル
ポ
ル
タ
ー
ジ
ユ

地
報
告
と
し
て
も

さ
し
つ
か
え
な
い
ほ
ど
だ
」と
評
価
し
て
い
る
。『
愛
の
疾
走
』は「
カ
メ
ラ
」に
頼
ら
な
い
、
文
章
そ
の
も
の
に
よ
る
案
内
記
と
し
て
成
立
し

て
い
る
と
い
え
よ
う
。

（
11
） 

杉
山
欣
也「
三
島
由
紀
夫
・
昭
和
三
十
年
代
エ
ン
タ
ー
テ
イ
ン
メ
ン
ト
系
小
説
群
に
お
け
る
語
り
の
問
題
」（『
社
会
文
学
』第
三
十
六
号
、
平

成
二
十
四
年
八
月
）

（
12
） 

同
誌
昭
和
三
十
七
年
一
月
号
の
特
集「
ス
キ
ー
、
ス
ケ
ー
ト
を
楽
し
む
法
」は
ス
ケ
ー
ト
の
流
行
を
報
じ
る
一
方
、「
湖
や
沼
の
場
合
は
氷
の

厚
さ
を
知
っ
て
い
る
地
元
の
人
の
指
示
に
従
っ
て
く
だ
さ
い
」「
天
然
の
結
氷
は
水
面
か
ら
は
じ
ま
る
の
で
（
略
）
よ
く
確
か
め
な
い
と
湖
に

落
ち
る
こ
と
が
あ
る
」と
注
意
を
促
し
て
い
た
。

（
13
） 

藤
井
淑
禎『
純
愛
の
精
神
誌
―
昭
和
三
十
年
代
の
青
春
を
読
む
―
』（
新
潮
選
書
、
平
成
六
年
六
月
、
二
百
十
六
頁
・
二
百
十
七
頁
）。
一
方
で
、

本
作
に
お
い
て
は
露
骨
な「
女
性
＝
自
然
」観
や
女ミ
ソ
ジ
ニ
ー

性
嫌
悪
に
も
と
づ
く
表
現
が
散
見
さ
れ
る
。

（
14
） 

諏
訪
湖
周
辺
で
は
、
か
つ
て
養
蚕
や
製
糸
が
行
わ
れ
て
い
た
。
吉
田
前
掲
論
は
、
デ
ル
タ
・
カ
メ
ラ
の
モ
デ
ル
と
な
っ
た
カ
メ
ラ
メ
ー
カ
ー

「
ヤ
シ
カ
」が
工
場
ビ
ル
建
設
の
際「
明
治
大
正
期
の
製
糸
工
場
や
倉
庫
の
跡
地
を
利
用
し
た
」こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。

（
15
） 

佐
藤
秀
明
は『
女
性
自
身
』昭
和
三
十
八
年
十
一
月
十
一
日
号
に
転
載
さ
れ
た「
雨
の
な
か
の
噴
水
」（『
新
潮
』昭
和
三
十
八
年
八
月
号
）に
つ
い

て
、
少
年
少
女
の
別
れ
が「
皇
太
子
御
成
婚
記
念
噴
水
塔
」の
前
で
演
じ
ら
れ
る
こ
と
に「
ア
イ
ロ
ニ
イ
」を
読
み
取
っ
て
い
る（『
三
島
由
紀

夫
の
文
学
』試
論
社
、
平
成
二
十
一
年
五
月
、
五
百
二
十
七
頁
）。

（
16
） 

第
三
章
で
は「
半
ば
自
分
の
言
葉
に
酔
う
」よ
う
に
御
節
介
を
焼
く
大
島
夫
人
の
口
調
が「
身
の
上
相
談
女
史
」の
そ
れ
で
あ
る
と
揶
揄
さ
れ
て

い
る
。

（
17
） 

こ
う
し
た
試
み
に
つ
い
て
、
無
署
名「〈
本
の
味
〉愛
の
疾
走
」（『
週
刊
文
春
』昭
和
三
十
八
年
三
月
四
日
号
）は「
寸
分
の
す
き
も
な
い
精
巧
な
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器
械
の
よ
う
な
筆
致
」と
称
揚
し
つ
つ
も「
妙
に
読
者
と
の
間
に
一
種
の
す
き
ま
風
が
吹
き
ぬ
け
る
よ
う
に
感
じ
る
」と
評
し
て
い
る
。

（
18
） 

第
二
章
に
「
雨
も
い
い
け
ど
、
禿は
げ

に
な
っ
た
ら
か
な
わ
な
い
な
」「
男
は
ま
だ
い
い
わ
よ
。
女
が
禿
に
な
っ
た
ら
尼あ
ま

さ
ん
だ
も
の
」と
い
う
遣

り
取
り
が
あ
る
。
昭
和
二
十
九
年
三
月
の
第
五
福
竜
丸
の
被
曝
事
件
以
降
、
米
ソ
両
国
の
核
実
験
が
な
さ
れ
る
毎
に
放
射
性
物
質
を
含
む

雨
が
日
本
各
地
で
観
測
さ
れ
大
き
な
問
題
と
な
っ
た
。「
社
会
料
理
三
島
亭
」の「
栄
養
料
理「
ハ
ウ
レ
ン
ソ
ー
」」（『
婦
人
倶
楽
部
』昭
和
三
十

五
年
二
月
号
）に
は「
日
本
で
放
射
能
雨
の
被
害
が
宣
伝
さ
れ
て
ゐ
た
と
き
、
銀
座
に
出
て
ゐ
て
、
俄
か
雨
で
も
あ
る
と
、
い
い
若
者
が
、
あ

わ
て
て
頭
に
新
聞
や
ビ
ニ
ー
ル
ふ
ろ
し
き
を
か
ぶ
つ
て
駈
け
た
」な
ど
と
記
さ
れ
て
い
る
。

（
19
） 

こ
の
語
に
つ
い
て
は
、
こ
う
の
史
代『
こ
の
世
界
の
片
隅
に
』（
上
中
下
、
双
葉
社
、
平
成
二
十
年
一
月
〜
平
成
二
十
一
年
一
月
）に
つ
い
て
論

じ
た
中
田
健
太
郎「
世
界
が
混
線
す
る
語
り
」（『
ユ
リ
イ
カ
』第
四
十
八
巻
第
十
六
号
、
平
成
二
十
八
年
十
一
月
）か
ら
示
唆
を
得
た
。

※
本
稿
は
、
名
古
屋
大
学
大
阪
大
学
合
同
研
究
会（
平
成
二
十
九
年
三
月
十
三
日
、
於
大
阪
大
学
）で
の
口
頭
発
表
に
基
づ
い
て
い
る
。
席
上
、
御

指
摘
を
く
だ
さ
っ
た
方
々
に
感
謝
申
し
上
げ
る
。『
愛
の
疾
走
』か
ら
の
引
用
は
初
出
誌
に
、
そ
の
他
の
三
島
作
品
に
つ
い
て
は『
決
定
版
三
島
由

紀
夫
全
集
』（
新
潮
社
、
平
成
十
二
年
十
一
月
〜
平
成
十
八
年
四
月
）に
拠
っ
た
。
漢
字
は
す
べ
て
通
行
の
字
体
に
改
め
た
。

 

（
大
学
院
博
士
後
期
課
程
学
生
）
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SUMMARY

The ‘Method’ of Mishima Yukio’s Ai no Shisō:
By Focusing on the Word ‘World’

Ryo Fukuda

MISHIMA Yukio’s Ai no Shisō (1962) was written around the same time as 
the so-called debate over pure literature. Awareness of the world changed greatly 
during the Cold War and many authors renewed their search for reality in 
literature.

This paper aims to read Ai no Shisō by focusing on the word ‘world （世界）’, 
which has a broad usage in the work. It will be argued that through introducing a 
criticism of post war Japanese society and a complex structure, this love story was 
an ambitious work depicting one corner of the ‘world’ while, at the same time, the 
expansion of the ‘world’.


