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文
學
を
愛
で
ゝ
め
で
痴
れ
て
、
や
が
て
一
生
を
終
へ
よ
う
と
し
て
居
る
一
人
の
、
追
憶
談
に
過
ぎ
ぬ
か
も

知
れ
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
＊

文
學
を
め
で
ゝ
愛
で
痴
れ
て
、
而
も
其
愛
好
者
の
一
生
が
、
何
の
變
化
も
受
け
な
か
つ
た
も
の
と
す
れ
ば
、

そ
の
文
學
が
よ
ほ
ど
、
質
の
違
つ
た
も
の
だ
つ
た
と
考
へ
て
よ
い
。
さ
う
で
な
け
れ
ば
、
そ
の
人
が
變
質

的
に
隨
分
強
靱
な
心
を
持
つ
て
ゐ
た
と
言
ふ
こ
と
に
な
る
。
所
謂
文
學
の
惡
影
響
と
言
ふ
こ
と
も
あ
る
に

は
あ
る
。
此
は
考
へ
て
見
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
だ
。
文
學
を
愛
し
て
居
な
が
ら
、
ち
つ
と
も
わ
る
い
感
化
を

蒙
ら
な
か
つ
た
と
言
ふ
人
は
相
當
あ
つ
て
、
紳
士
と
し
て
申
し
分
の
な
い
生
活
を
し
て
居
る
。
か
う
言
ふ

人
の
行
き
方
は
、
堅
實
な
態
度
と
言
は
れ
て
來
て
居
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
＊

だ
が
、
よ
く
考
へ
て
見
る
と
、
古
く
か
ら
讀
ま
れ
て
來
た
書
物
で
、
ち
つ
と
も
不
健
康
な
分
子
、
有
害
な

部
分
の
な
い
と
言
ふ
や
う
な
文
學
は
、
ま
あ
、
な
い
や
う
で
あ
る
。
經
典
を
見
た
つ
て
、
欲
望
を
唆
る
樣

な
箇
處
は
あ
つ
て
、
そ
れ
／
″
＼
昔
か
ら
知
ら
れ
て
ゐ
る
。
倫
理
書
を
の
ぞ
い
て
も
、
其
當
時
々
々
の
社

會
の
秩
序
を
破
る
思
惟
を
誘
ふ
部
分
と
謂
つ
た
處
は
、
皆
そ
れ
／
″
＼
あ
る
の
で
あ
る
。
其
が
文
學
と
し
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て
の
傾
向
の
著
し
い
も
の
に
な
る
と
、
文
學
と
し
て
の
性
質
上
、
更
に
激
し
く
な
つ
て
來
る
ま
で
ゞ
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
＊

我
々
は
祖
先
の
世
か
ら
、
美
し
い
次
代
を
創
り
あ
げ
よ
う
と
し
て
、
苦
し
ん
で
來
た
。
其
爲
に
、
幾
人
と

も
知
れ
ぬ
犧
牲
者
を
出
し
て
來
て
ゐ
る
。
さ
う
言
ふ
苛
烈
な
經
驗
を
し
た
人
々
よ
り
も
、
も
一
つ
先
に
の

り
出
し
て
、
自
分
の
書
き
列
ね
て
ゐ
る
語
を
つ
き
つ
め
て
行
つ
て
、
ど
う
し
て
も
逢
著
し
な
け
れ
ば
な
ら

ぬ
新
し
い
境
地
を
、
ち
ら
つ
と
見
る
と
言
ふ
處
ま
で
達
し
た
の
が
文
學
者
の
あ
る
者
で
あ
る
。

言
語
文
章
を
似
て
、
彼
等
は
、
人
生
の
論
理
を
追
求
し
て
行
つ
た
。
さ
う
し
て
、
美
し
い
次
代
の
俤
を
、

自
分
の
文
學
の
上
に
、
お
の
づ
か
ら
捉
へ
て
來
た
訣
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
＊

か
う
言
ふ
新
し
い
生
活
に
對
す
る
豫
言
が
、
正
し
い
文
學
、
優
れ
た
文
學
の
持
つ
、
文
學
と
し
て
の
第
一

の
資
格
で
あ
つ
た
。
だ
か
ら
謂
は
ゞ
、
文
學
の
持
つ
美
は
腕
の
脱
落
し
た
、
過
去
の
み
ゆ
う
ず
神
の
擔
任

す
る
美
と
は
、
聊
か
樣
子
の
違
つ
た
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
此
か
ら
先
の
人
間
の
生
活
を
、
思
ひ
の
ま
ゝ

の
い
さ
ぎ
よ
い
も
の
に
す
る
　
　
そ
の
手
は
じ
め
に
、
自
分
の
生
活
を
感
情
の
趣
く
ま
ゝ
に
ふ
る
ま
う
て

行
く
。
さ
う
し
て
そ
の
整
頓
せ
ら
れ
て
出
た
結
果
が
、
次
代
の
人
生
の
規
範
と
し
て
備
る
。

か
う
言
ふ
生
活
の
、
實
際
に
現
れ
て
來
る
よ
り
前
に
、
言
語
を
以
て
表
現
す
る
藝
術
に
、
さ
う
言
ふ
未
來
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の
心
ゆ
く
姿
を
ば
、
望
み
見
る
こ
と
の
出
來
る
境
ま
で
は
、
行
く
こ
と
が
出
來
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
＊

た
と
へ
ば
、
と
る
す
と
い
の
樣
な
人
　
　
。
現
れ
た
と
こ
ろ
で
は
、
一
生
を
氣
隨
に
ふ
る
ま
つ
た
人
の
や

う
に
も
見
え
る
。
併
し
、
彼
自
身
が
、
人
間
全
體
の
代
表
で
あ
つ
た
形
は
、
は
つ
き
り
と
見
ら
れ
て
る
。

相
應
に
當
時
の
人
々
か
ら
も
認
め
難
く
思
は
れ
て
居
た
氣
ま
ゝ
な
欲
望
を
持
つ
た
彼
で
あ
る
。
だ
が
皆
次

代
の
人
生
を
そ
こ
ま
で
お
し
擴
げ
よ
う
と
し
て
居
た
も
の
だ
と
言
ふ
こ
と
に
、
や
つ
と
人
々
は
、
後
で
氣

が
つ
い
た
。

た
ゞ
、
れ
ふ
・
と
る
す
と
い
は
篤
信
者
で
あ
つ
た
爲
に
、
神
の
過
去
の
姿
を
ふ
り
返
り
み
る
習
し
が
深
か

つ
た
。
そ
れ
で
あ
る
點
、
彼
の
美
は
、
未
來
へ
ば
か
り
向
け
ら
れ
て
ゐ
た
と
言
ひ
に
く
い
處
も
出
て
來
た

訣
で
あ
る
。

こ
れ
が
、
文
學
・
藝
術
と
、
宗
教
と
の
違
ふ
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
＊

文
學
は
口
説
ク
ゼ
ツ
の
藝
術
で
あ
つ
た
。
そ
の
爲
に
内
に
持
た
れ
て
ゐ
る
も
の
は
、
人
の
心
へ
直
に
論
理
的
に
は

た
ら
き
か
け
た
。
だ
か
ら
人
々
は
、
各
そ
の
人
生
を
以
て
文
學
を
受
け
と
ら
う
と
し
た
。
そ
れ
で
、
文
學

は
じ
ま
つ
て
以
來
、
正
當
な
批
評
の
準
據
は
、
人
生
に
あ
つ
た
。
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そ
の
文
學
が
、
人
生
を
ど
う
扱
つ
て
ゐ
る
か
。
曲
つ
て
と
り
扱
つ
て
居
は
す
ま
い
か
。
か
う
言
ふ
立
ち
場

が
最
古
い
文
學
の
時
代
か
ら
、
そ
の
批
評
に
は
あ
つ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
＊

今
の
人
生
　
　
と
言
ふ
よ
り
も
、
今
の
人
生
の
基
準
に
な
つ
て
ゐ
る
過
去
の
人
生
が
、
だ
か
ら
、
批
評
の

準
據
と
し
て
、
文
學
の
正
面
に
立
て
ら
れ
る
。
次
代
の
美
し
い
人
生
を
想
見
し
て
ゐ
る
文
學
が
、
其
と
ぴ

つ
た
り
と
し
て
來
る
事
は
、
あ
た
り
前
の
こ
と
で
あ
る
。

か
う
言
ふ
、
批
評
の
危
が
つ
て
、
人
生
の
破
壞
だ
と
憤
つ
た
其
文
學
は
、
後
に
見
る
と
、
實
は
何
で
も
な

い
こ
と
と
し
て
、
現
實
の
こ
と
に
、
平
靜
な
姿
で
お
ち
つ
い
て
し
ま
つ
て
ゐ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
＊

「
人
形
の
家
」
が
今
も
問
題
を
提
供
し
て
居
る
や
う
に
見
え
る
の
は
、
實
は
錯
覺
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
さ

う
言
ふ
女
性
解
放
を
戀
ひ
望
ん
だ
歴
史
を
、
時
々
ふ
り
返
つ
て
見
る
　
　
さ
う
謂
つ
た
一
種
の
歴
史
劇
と

見
て
よ
い
の
だ
ら
う
。
尤
、
日
本
の
國
で
は
、
ま
だ
の
ら
の
家
出
を
肯
は
ぬ
若
干
の
人
が
居
る
こ
と
も
事

實
で
あ
る
。
西
洋
に
だ
つ
て
、
そ
れ
は
な
い
訣
で
は
な
い
。
だ
か
ら
と
謂
つ
て
、
い
ま
だ
に
此
國
で
は
、

女
性
を
そ
ん
な
風
に
縛
り
つ
け
て
ゐ
た
過
去
を
脱
却
し
て
居
な
い
の
だ
、
と
き
め
て
し
ま
ふ
の
は
、
ど
う

か
と
思
ふ
。
現
實
に
お
い
て
は
尚
幾
分
未
決
算
の
部
分
を
殘
し
乍
ら
、
理
論
の
上
で
は
、
夙
く
に
卒
業
し
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て
し
ま
つ
た
と
い
ふ
状
態
に
、
あ
る
の
で
は
な
い
か
。

さ
う
言
ふ
風
に
、
知
識
が
單
に
知
識
と
し
て
、
早
急
に
受
け
と
ら
れ
る
。
う﹅
は﹅
す﹅
べ﹅
り﹅
し
た
理
會
が
、
世

間
の
文
化
を
、
滑
ら
か
に
經
過
さ
せ
る
け
れ
ど
も
、
「
實
」
の
な
い
人
生
ば
か
り
が
、
社
會
に
堆
積
せ
ら

れ
て
來
る
。
さ
う
言
ふ
日
本
の
文
化
で
あ
る
。

我
々
は
、
こ
ん
な
に
わ﹅
か﹅
り﹅
の
早
い
人
間
で
あ
つ
て
は
な
ら
な
い
の
だ
。
も
つ
と
深
い
理
會
を
　
　
も
つ

と
根
の
あ
る
人
生
を
　
　
今
は
だ
が
、
國
人
に
こ
れ
を
望
む
だ
け
で
十
分
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
＊

文
學
と
、
人
生
と
、
批
評
と
の
關
係
が
、
さ
う
言
ふ
風
な
の
だ
か
ら
、
我
々
の
文
學
に
、
時
と
し
て
は
文

學
を
目
的
か
ら
逆
行
さ
せ
よ
う
、
と
言
ふ
　
　
批
評
に
行
き
逢
ふ
こ
と
が
あ
る
。
さ
う
し
て
此
が
、
と
て

も
〳
〵
強
力
に
壓
し
か
ゝ
つ
て
來
る
。

文
學
の
愛
好
者
と
し
て
も
、
こ
ん
な
批
評
を
懷
抱
し
て
ゐ
る
限
り
は
、
其
文
學
を
讀
む
こ
と
が
徒
ら
な
享

樂
と
な
つ
て
し
ま
ふ
こ
と
が
多
い
も
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
＊

日
本
の
國
で
謂
つ
て
も
、
さ
う
だ
。
少
く
と
も
、
源
氏
物
語
は
、
世
界
文
學
に
伍
し
て
も
、
ひ﹅
け﹅
目﹅
を
感

じ
る
こ
と
が
な
い
と
言
つ
て
來
て
ゐ
る
。
私
も
、
そ
れ
は
さ
う
だ
と
思
ふ
。
だ
が
も
一
つ
、
其
然
る
所
以
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を
、
説
き
明
ら
め
た
人
が
居
な
い
。
そ
れ
で
は
、
却
て
源
氏
物
語
の
價
値
を
低
く
す
る
樣
な
も
の
で
あ
る
。

も
つ
と
第
一
義
的
な
批
評
が
、
出
て
來
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

源
氏
を
「
誨
淫
の
書
」
だ
の
、
「
破
倫
の
書
」
だ
の
と
言
つ
て
、
ま
る
で
唾
を
吐
き
か
け
る
や
う
な
調
子

で
、
も
の
を
言
つ
た
時
代
も
あ
つ
た
。
而
も
、
こ
ゝ
數
年
、
そ
ん
な
昔
の
考
へ
方
が
、
く
り
返
さ
れ
て
居

た
。
如
何
に
何
で
も
、
日
本
人
が
、
日
本
の
一
流
の
文
學
を
　
　
出
來
れ
ば
、
若
い
者
に
見
せ
な
い
で
す

ま
さ
う
と
し
た
態
度
は
、
よ
く
な
い
こ
と
で
あ
る
。
精
神
力
の
衰
へ
て
居
た
證
據
で
あ
る
。
そ
ん
な
事
で

も
し
な
け
れ
ば
、
民
族
性
格
の
だ
ら
け
て
來
る
の
を
、
防
ぐ
こ
と
が
出
來
な
い
、
と
考
へ
て
居
た
の
だ
と

思
ふ
と
　
　
さ
う
言
ふ
世
間
の
一
員
で
、
自
分
も
あ
つ
た
の
だ
と
思
ふ
と
、
我
な
が
ら
、
可
哀
さ
う
に
な

つ
て
來
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
＊

自
分
の
犯
し
た
罪
の
爲
に
、
何
と
し
て
も
贖
ひ
了
せ
る
こ
と
の
出
來
ぬ
犯
し
の
爲
に
、
世
間
第
一
の
人
間

が
、
死
ぬ
る
ま
で
苦
し
み
拔
き
、
又
、
そ
れ
だ
け
の
酬
い
を
受
け
て
行
く
宿
命
、
　
　
此
が
本
格
的
な
小

説
の
て
ま
と
し
て
用
ゐ
ら
れ
る
と
言
ふ
こ
と
は
當
然
で
は
な
い
か
。
之
を
咎
め
て
、
作
品
の
價
値
ま
で
も

沒
却
し
よ
う
と
し
た
時
代
が
あ
つ
た
の
で
あ
る
。
た
と
へ
ば
今
一
方
、
其
境
遇
が
、
最
貴
い
家
庭
に
置
か

れ
て
ゐ
る
點
が
わ
る
い
の
だ
、
と
言
ふ
説
が
あ
る
と
す
る
。
そ
れ
な
ら
、
愈
、
わ
る
い
考
へ
方
で
あ
る
。
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さ
う
言
ふ
貴
い
人
々
の
間
に
處
つ
て
、
苦
惱
の
生
涯
を
貫
い
た
人
を
書
い
た
れ
ば
こ
そ
、
こ
の
書
の
特
殊

な
價
値
は
、
益
高
く
見
え
る
訣
で
は
な
い
か
。

　
　
　
　
　
　
　
　
＊

　
い
に
し
へ
の
　
生
き
苦
し
み
し
人
び
と
の
　
ひ
と
代ヨ
を
見
る
も
、
虚
し
き
ご
と
し

　　
く
る
し
み
て
　
こ
の
世
を
は
り
し
ひ
と
人
の
物
語
せ
む
。
さ
び
し
と
思
ふ
な
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