
本
書
は
、
『
啄
木
小
説
の
世
界
』
（
一
九
八
○
双
文
社
出
版
）
、
『
石
川

啄
木
の
文
学
』
（
一
九
八
七
桜
楓
社
）
、
『
石
川
啄
木
杼
情
と
思
想
』
（
一

九
九
四
三
一
書
房
）
、
『
啄
木
に
つ
い
て
』
（
一
九
九
五
和
泉
書
院
）
と

こ
れ
ま
で
に
四
冊
の
啄
木
研
究
を
ま
と
め
て
き
た
著
者
の
五
冊
目
の
啄
木
論

で
あ
る
。
「
序
章
石
川
啄
木
を
ど
の
よ
う
に
呼
ぶ
か
」
、
「
第
一
章
啄
木

の
出
現
し
た
場
所
」
、
「
第
二
章
存
在
の
故
郷
を
求
め
て
」
、
「
第
三
章
自

己
と
い
う
現
象
」
、
「
第
四
章
高
橋
彦
太
郎
の
そ
の
後
」
、
「
終
章
小
さ
な

検
温
器
を
見
つ
め
て
」
の
五
章
か
ら
な
る
。

著
者
の
こ
れ
ま
で
の
啄
木
研
究
は
、
小
説
、
評
論
・
随
筆
、
短
歌
と
順
に

な
さ
れ
、
四
冊
目
で
は
ジ
ャ
ン
ル
相
互
の
関
係
の
考
察
へ
と
進
め
ら
れ
て
き

た
。
本
書
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
作
品
に
つ
い
て
の
研
究
論
文
で
も
、
単
な
る
評

伝
で
も
な
い
、
「
啄
木
の
全
体
像
」
を
め
が
け
て
書
い
た
も
の
で
あ
る
と
い

う
・
そ
の
意
味
で
は
著
者
の
啄
木
論
の
総
集
編
と
も
い
う
べ
き
も
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
そ
れ
は
、
単
な
る
個
々
の
研
究
の
積
み
重
ね
の
延
長
線
上
に
あ
る

も
の
で
は
な
い
。

〔
書
評
〕上

田
博
著
『
石
川
啄
木
時
代
閉
塞
状
況
と
「
人
間
」
』

著
者
は
、
あ
と
が
き
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

明
治
一
九
年
か
ら
四
五
年
ま
で
の
二
七
年
間
の
最
後
の
一
○
年
を

〈
石
川
啄
木
〉
と
し
て
生
き
た
人
間
の
経
験
を
、
ぼ
く
自
身
の
内
面
に

再
生
し
て
生
き
て
み
る
こ
と
で
は
な
い
の
か
。
そ
れ
は
又
、
こ
の
国
の

国
家
・
社
会
の
建
設
の
時
代
に
、
〈
石
川
啄
木
〉
と
し
て
自
己
の
才
能

の
見
極
め
と
そ
の
実
現
の
た
め
に
生
き
た
人
間
の
、
実
現
と
挫
折
と
可

、
、
、
、
、

能
を
含
む
全
体
を
、
現
在
の
自
己
全
体
と
し
て
生
き
て
み
る
こ
と
で
は

な
い
か
、
と
考
え
た
の
で
あ
る
。
《
中
略
》
〈
石
川
啄
木
〉
と
は
何
か
を

問
う
こ
と
は
、
だ
か
ら
、
ぼ
く
と
は
何
者
か
を
問
う
こ
と
で
あ
る
。

《
傍
点
Ｉ
著
者
、
以
下
同
》

い
わ
ば
、
著
者
の
〈
実
存
〉
が
啄
木
と
対
置
、
も
し
く
は
同
化
さ
れ
て
、

啄
木
像
を
紡
ぎ
出
し
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
。

例
え
ば
、
「
高
山
の
い
た
だ
き
に
登
り
／
な
に
が
な
し
に
帽
子
を
ふ
り
て

／
下
り
来
し
か
な
」
、
「
何
と
な
く
汽
車
に
乗
り
た
く
思
ひ
し
の
み
／
汽
車
を

下
り
し
に
／
ゆ
く
と
こ
ろ
な
し
」
な
ど
の
歌
を
紹
介
し
て
、
著
者
は
言
う
。

田
口
道
昭
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折
ふ
し
に
、
〈
な
に
が
な
し
に
〉
、
〈
何
と
な
く
〉
、
ふ
ら
り
、
ふ
ら
り

と
誘
い
出
さ
れ
る
こ
こ
ろ
に
は
、
思
索
や
行
為
が
理
由
や
目
的
に
過
剰

に
拘
束
さ
れ
る
日
常
か
ら
解
き
放
た
れ
た
い
と
い
う
気
分
が
貼
り
付
い

て
い
る
の
で
あ
る
。
理
由
、
目
的
、
意
味
に
つ
い
て
考
え
る
の
は
言
葉

で
あ
っ
て
、
言
葉
の
中
に
人
間
が
現
わ
れ
る
と
言
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
自

分
を
〈
実
務
に
は
役
に
立
た
ざ
る
う
た
人
〉
と
言
い
、
〈
く
だ
ら
な
い

小
説
〉
を
書
い
て
喜
ぶ
人
間
と
自
噸
し
、
さ
ら
に
は
、
〈
こ
と
さ
ら
に

灯
下
を
消
し
て
／
ま
ぢ
ま
ぢ
と
思
ひ
て
ゐ
し
は
／
わ
け
も
な
き
こ
と
〉

と
も
自
己
を
歌
っ
て
、
自
身
が
思
考
過
多
人
間
、
言
葉
過
剰
人
間
で
あ

る
こ
と
を
自
認
す
る
。
《
中
略
》
言
葉
と
は
何
か
。
言
葉
を
多
用
し
、

酷
使
す
る
人
間
は
言
葉
か
ら
逆
襲
さ
れ
る
。
言
葉
と
は
一
体
何
者
な
の

か
。
謎
か
け
は
謎
か
け
を
呼
び
込
ん
で
、
つ
い
に
は
、
自
分
が
〈
人
間

の
つ
か
は
い
言
葉
〉
を
喋
っ
て
い
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
、
と
い
う
疑

い
の
中
に
落
す
の
で
あ
る
。

「
思
考
過
多
人
間
、
言
葉
過
剰
人
間
で
あ
る
こ
と
を
自
認
」
し
、
「
自
分

は
〈
人
間
の
つ
か
は
い
言
葉
〉
を
喋
っ
て
い
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
、
と
い

う
疑
い
の
中
に
落
す
」
と
い
う
、
そ
の
主
語
は
、
石
川
啄
木
で
あ
り
、
著
者

自
身
で
あ
る
。
我
々
は
、
本
書
を
〈
読
む
〉
こ
と
を
通
じ
て
、
啄
木
の
内
面

世
界
と
著
者
の
内
面
世
界
を
同
時
に
く
ぐ
る
こ
と
に
な
る
。

し
か
し
、
こ
う
し
た
方
法
は
、
著
者
の
長
年
に
わ
た
る
啄
木
論
の
蓄
積
が

あ
っ
て
こ
そ
は
じ
め
て
可
能
に
な
る
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
を
単
純
に
真
似
す

れ
ば
、
啄
木
自
体
が
お
い
て
き
ぼ
り
に
さ
れ
て
し
ま
い
、
論
者
の
「
感
想
」

に
し
か
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
本
書
が
そ
れ
を
免
れ
て
い
る
の
は
、
著
者
が
あ

く
ま
で
啄
木
の
生
き
た
時
代
に
身
を
置
き
つ
つ
、
啄
木
の
視
線
を
共
有
し
な

が
ら
、
そ
の
内
面
世
界
と
対
話
を
す
る
と
い
っ
た
姿
勢
に
よ
る
。
こ
の
こ
と

は
、
「
啄
木
」
が
「
啄
木
」
と
な
っ
た
過
程
を
叙
述
し
た
第
一
章
、
第
二
章

に
も
明
ら
か
で
あ
る
。

「
第
一
章
啄
木
の
出
現
し
た
場
所
」
は
、
石
川
啄
木
こ
と
石
川
一
が
何

年
何
月
何
日
に
何
処
に
生
ま
れ
た
か
と
い
っ
た
い
わ
ゆ
る
伝
記
的
な
事
実
を

表
し
た
も
の
で
は
な
い
。
あ
く
ま
で
「
啄
木
が
出
現
し
た
場
所
」
、
い
わ
ば

〈
原
風
景
〉
を
訪
ね
た
も
の
で
あ
る
。
第
一
節
で
は
、
啄
木
の
小
説
「
鳥
影
」

（
明
判
）
、
「
刑
余
の
叔
父
」
（
明
判
）
、
「
天
驚
絨
」
（
明
判
）
、
「
赤
痢
」
（
明

哩
）
な
ど
の
世
界
が
、
正
宗
白
鳥
の
「
二
家
族
」
（
明
帆
～
但
）
、
「
入
江
の

ほ
と
り
」
（
大
４
）
な
ど
の
作
品
世
界
と
対
比
さ
れ
つ
つ
、
啄
木
の
精
神
の

原
風
景
が
辿
ら
れ
る
。
第
二
節
で
は
、
啄
木
に
影
響
を
与
え
た
高
山
樗
牛
、

姉
崎
噂
風
の
精
神
的
軌
跡
が
辿
ら
れ
、
第
三
節
で
は
、
日
露
戦
前
後
の
啄
木

の
精
神
的
軌
跡
が
辿
ら
れ
る
。
樗
牛
、
噸
風
の
影
響
と
ひ
と
こ
と
で
い
っ
て

も
、
そ
れ
は
単
に
概
念
と
し
て
模
倣
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
同
じ
時
代
を

ど
の
よ
う
に
生
き
た
の
か
と
い
う
こ
と
抜
き
に
「
影
響
」
は
考
え
ら
れ
な
い
。

本
書
で
は
、
一
旦
啄
木
か
ら
離
れ
、
瑚
風
や
樗
牛
の
精
神
的
軌
跡
と
日
露
戦

前
後
の
空
気
が
丹
念
に
辿
ら
れ
た
後
、
も
う
一
度
啄
木
の
歩
み
と
合
流
す
る
。

「
第
二
章
存
在
の
故
郷
を
求
め
て
」
で
は
、
明
治
三
十
九
年
の
渋
民
村

代
用
教
員
時
代
と
、
明
治
四
十
年
の
北
海
道
漂
泊
時
代
の
啄
木
の
精
神
的
軌

跡
が
辿
ら
れ
る
。
こ
こ
で
「
精
神
的
軌
跡
」
と
い
う
言
葉
を
繰
り
返
さ
ざ
る

を
得
な
い
の
は
、
著
者
の
方
法
（
「
方
法
」
と
い
う
言
葉
も
、
対
象
を
外
か

ら
み
て
い
る
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
持
ち
、
著
者
に
と
っ
て
は
不
本
意
だ
と
思
わ
れ
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る
が
）
が
、
あ
く
ま
で
、
啄
木
の
精
神
と
同
化
し
つ
つ
、
啄
木
の
人
と
文
学

を
明
ら
か
に
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

さ
て
、
渋
民
村
代
用
教
員
時
代
に
啄
木
が
執
筆
し
た
小
説
「
雲
は
天
才
で

あ
る
」
を
論
じ
、
著
者
は
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。

明
治
四
○
年
五
月
二
日
、
「
億
人
生
は
旅
な
り
。
」
と
日
記
に
記
し
て
、

啄
木
は
渋
民
を
離
れ
、
北
へ
向
か
う
旅
人
に
な
っ
た
。
「
僕
は
遠
い
処

へ
行
か
う
と
思
っ
て
る
」
と
い
う
天
野
朱
雲
の
声
は
啄
木
を
導
く
内
面

の
声
で
あ
っ
て
、
こ
の
不
思
議
な
関
係
は
、
文
学
の
書
き
手
が
、
逆
に

文
学
に
よ
っ
て
書
き
手
の
内
面
に
深
い
示
唆
を
与
え
ら
れ
る
事
態
を
明

か
し
て
く
れ
る
の
で
あ
る
。

表
現
さ
れ
た
も
の
が
、
自
立
性
を
持
ち
、
表
現
主
体
そ
の
も
の
を
も
動
か

し
て
い
く
と
い
う
こ
の
記
述
は
魅
力
的
で
あ
る
。
ぼ
か
に
も
「
ぼ
く
ら
は
気

安
く
〈
現
実
〉
、
〈
現
実
〉
と
口
に
す
る
こ
と
が
樟
ら
れ
て
、
〈
現
実
〉
と
は

人
間
の
主
観
の
別
名
で
あ
っ
て
、
文
学
は
そ
う
し
た
こ
と
の
意
識
的
表
現
行

為
で
あ
る
と
知
れ
る
の
で
あ
る
」
と
い
う
指
摘
が
あ
る
が
、
著
者
が
こ
れ
ま

で
伝
記
的
事
実
に
拘
泥
す
る
よ
り
も
、
作
品
世
界
を
し
て
啄
木
の
原
風
景
を

探
ろ
う
と
し
た
理
由
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
我
々
は
単
に
「
現
実
」
を
生
き

る
の
で
は
な
く
、
言
葉
で
あ
り
、
主
観
で
あ
る
と
こ
ろ
の
「
現
実
」
を
も
生

き
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
「
言
葉
」
と
「
文
学
」
は
、
書
き
手
の
現

実
を
つ
き
動
か
し
て
い
く
。

と
こ
ろ
で
、
啄
木
は
渋
民
を
離
れ
た
後
、
東
京
へ
は
行
か
ず
北
海
道
に
渡

っ
て
い
る
。
著
者
は
そ
れ
を
次
の
よ
う
に
説
明
す
る
。

次
々
に
眼
前
に
現
わ
れ
る
自
然
と
人
と
の
出
会
い
の
新
鮮
な
印
象
が

内
面
の
奥
深
く
ま
で
差
し
込
ん
で
き
て
、
内
面
に
付
着
し
た
く
習
慣
〉

の
霜
を
溶
か
し
、
生
地
の
純
粋
を
回
復
し
て
く
れ
る
こ
と
が
切
望
さ
れ

た
の
で
あ
る
。
〈
遠
い
処
〉
と
し
て
北
へ
の
旅
が
選
ば
れ
た
の
は
こ
う

し
た
内
面
的
な
促
し
に
よ
る
。
近
い
処
Ⅱ
〈
我
〉
へ
帰
っ
て
く
る
た
め

に
、
〈
遠
い
処
〉
へ
と
旅
立
っ
て
ゆ
か
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

著
者
自
身
も
触
れ
て
い
る
よ
う
に
、
国
木
田
独
歩
の
「
牛
肉
と
馬
鈴
薯
」

が
想
起
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
同
じ
理
由
、
つ
ま
り
北
海
道
に
あ
っ
て
も
「
内

面
の
空
洞
が
ひ
ろ
が
り
、
『
夢
が
結
べ
ぬ
』
日
が
や
っ
て
き
た
」
と
き
、
啄

木
は
、
東
京
へ
「
帰
還
」
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
啄
木
が
な
ぜ
東
京

に
行
か
ず
に
北
海
道
へ
渡
っ
た
の
か
、
ま
た
、
一
年
足
ら
ず
の
う
ち
に
上
京

し
た
の
か
と
い
う
疑
問
に
対
す
る
、
い
わ
ゆ
る
伝
記
的
事
実
の
み
か
ら
は
導

き
出
し
得
な
い
魅
力
的
な
解
答
が
、
こ
こ
に
あ
る
。

「
第
三
章
自
己
と
い
う
現
象
」
で
は
、
ま
ず
「
第
一
節
東
京
の
夜
の

底
で
」
で
、
上
京
後
の
啄
木
の
苦
闘
を
小
説
作
品
『
病
院
の
窓
』
を
中
心
に

綴
ら
れ
る
。
こ
こ
で
も
、
小
説
世
界
の
中
に
啄
木
の
精
神
的
軌
跡
が
辿
ら
れ

る
。
そ
し
て
、
「
第
二
節
半
分
で
し
か
生
き
て
い
な
く
て
『
一
握
の
砂
』

と
『
悲
し
き
玩
具
』
」
は
本
書
の
中
心
を
な
す
部
分
と
な
っ
て
い
る
。

著
者
の
関
心
は
、
「
言
葉
」
と
「
人
間
」
を
め
ぐ
る
不
思
議
な
関
係
に
向

け
ら
れ
、
啄
木
の
短
歌
を
通
じ
て
考
察
さ
れ
る
。
冒
頭
に
紹
介
し
た
箇
所
の

他
に
、
次
の
よ
う
な
記
述
も
あ
る
。

〈
古
び
た
帽
子
〉
や
〈
去
年
の
袷
〉
に
愛
着
す
る
の
は
、
身
体
の
匂

い
が
染
み
、
馴
染
ん
で
い
る
か
ら
だ
け
で
は
な
い
。
イ
ン
ク
罎
や
吸
取

紙
、
窓
の
カ
ー
テ
ン
や
染
み
に
な
つ
か
し
さ
を
覚
え
る
の
は
、
人
が
そ
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、
、
、

う
し
た
物
た
ち
に
差
し
向
け
る
こ
と
ば
に
よ
っ
て
、
人
と
物
の
関
係
の、

中
に
彼
ら
を
取
り
込
む
か
ら
で
あ
る
。
物
た
ち
は
こ
の
よ
う
に
し
て
人

、
、
、

間
の
印
を
付
け
ら
れ
る
こ
と
で
、
人
間
の
日
常
の
中
に
溶
け
込
み
、
〈
日

常
〉
そ
の
も
の
と
化
す
か
ら
で
あ
る
。

し
か
し
、
「
言
葉
」
は
、
自
分
か
ら
離
れ
て
い
っ
て
し
ま
う
こ
と
も
あ
る
。

人
間
の
つ
か
は
い
言
葉
／
ひ
ょ
っ
と
し
て
／
わ
れ
の
み
知
れ
る
ご
と

く
思
ふ
日

、
、
、

筆
者
は
、
こ
の
歌
を
紹
介
し
つ
つ
「
人
と
物
を
結
び
つ
け
て
い
た
こ
と
ば

が
物
か
ら
剥
が
さ
れ
、
言
葉
自
体
が
何
か
得
体
の
知
れ
ぬ
存
在
と
し
て
感
覚

さ
れ
る
感
じ
、
と
言
っ
て
は
ど
う
か
」
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
章
で
は
、
そ

の
ほ
か
、
内
的
な
像
と
外
側
か
ら
見
ら
れ
た
自
分
の
像
と
の
間
の
落
差
に
関

す
る
感
情
、
日
常
の
中
で
ち
ょ
っ
と
気
分
を
ず
ら
し
た
と
こ
ろ
に
生
ま
れ
る

〈
自
由
〉
に
つ
い
て
、
回
想
の
虚
構
な
ど
に
つ
い
て
、
啄
木
の
短
歌
を
辿
り

つ
つ
考
察
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
啄
木
と
短
歌
の
関
係
は
次
の
よ
う
な
言

葉
で
ま
と
め
ら
れ
る
。

啄
木
は
「
歌
は
私
の
悲
し
い
玩
具
で
あ
る
」
と
言
い
、
又
「
お
れ
は

い
の
ち
を
愛
す
る
か
ら
歌
を
作
る
」
と
も
言
っ
た
。
結
局
の
と
こ
ろ
啄

木
に
と
っ
て
、
歌
は
自
分
の
内
部
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
の
必
要
不
可

欠
の
も
の
で
あ
っ
て
、
歌
と
人
と
の
関
係
は
子
ど
も
と
玩
具
と
も
目
さ

れ
て
、
玩
具
が
子
ど
も
の
一
部
分
、
否
、
子
ど
も
自
身
で
あ
る
よ
う
に

手
放
す
こ
と
な
ど
思
い
も
寄
ら
な
い
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

与
謝
野
晶
子
の
『
み
だ
れ
髪
』
と
石
川
啄
木
の
『
一
握
の
砂
』
『
悲
し
き

玩
具
』
を
比
べ
る
と
、
前
者
の
方
が
難
解
で
あ
る
と
答
え
る
の
が
普
通
の
理

解
だ
ろ
う
。
石
川
啄
木
の
短
歌
が
多
く
の
読
者
を
獲
得
し
た
の
は
そ
の
「
わ

か
り
や
す
さ
」
に
も
よ
る
。
し
か
し
、
本
当
に
啄
木
の
歌
は
簡
単
な
の
だ
ろ

う
か
。
著
者
の
啄
木
の
短
歌
解
釈
は
、
こ
の
こ
と
を
問
い
か
け
て
い
る
。

「
第
四
章
高
橋
彦
太
郎
の
そ
の
後
」
は
、
小
説
『
我
ら
の
一
団
と
彼
』

の
登
場
人
物
高
橋
彦
太
郎
と
明
治
四
十
三
年
以
後
の
啄
木
の
足
跡
が
辿
ら
れ

る
。
「
明
確
な
現
状
認
識
と
研
ぎ
澄
ま
さ
れ
た
自
意
識
」
を
持
ち
な
が
ら
「
現

状
を
変
え
よ
う
と
す
る
意
志
を
喪
っ
て
宙
吊
り
に
」
な
っ
て
い
る
高
橋
は
、

「
僕
は
誰
よ
り
も
平
凡
に
暮
ら
し
て
、
誰
よ
り
も
平
凡
に
死
ん
で
や
ら
う
と

思
っ
て
る
」
と
言
う
。
こ
の
人
物
の
精
神
的
風
景
と
啄
木
の
そ
れ
と
が
重
な

る
。
し
か
し
、
「
人
生
四
六
時
中
、
人
間
の
す
る
こ
と
な
す
こ
と
の
す
べ
て

に
、
二
の
意
義
、
目
的
が
」
「
あ
る
あ
る
い
は
あ
み
べ
き
と
考
量
し
て
、

、
、

そ
の
実
現
と
完
壁
を
目
指
す
と
こ
ろ
に
〈
近
代
〉
が
あ
る
と
言
え
ば
」
、
〈
何

と
な
く
〉
〈
何
が
な
し
に
〉
と
い
っ
た
気
分
を
歌
に
残
さ
ざ
る
を
得
な
い
「
近

代
人
の
病
で
あ
る
」
。
啄
木
の
病
は
こ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
と
著
者
は

い
う
。

こ
の
男
は
、
人
と
つ
き
合
っ
て
も
、
本
を
読
ん
で
も
、
街
中
の
犬
を

見
て
も
、
猫
を
膝
に
乗
せ
て
も
、
全
て
は
相
手
と
自
分
と
の
関
係
の
か

た
ち
を
眺
め
、
そ
の
こ
と
に
全
て
の
情
熱
を
注
ぐ
の
で
あ
る
。
こ
の
よ

う
な
息
苦
し
い
状
況
の
持
続
に
耐
え
よ
う
と
す
る
心
と
体
に
異
変
の
発

生
し
な
い
は
ず
は
な
い
。

「
終
章
小
さ
な
検
温
器
を
見
つ
め
て
」
で
は
、
こ
の
よ
う
な
啄
木
に
と

っ
て
の
〈
死
〉
は
、
「
苦
し
い
自
分
探
し
の
旅
」
の
終
わ
り
で
あ
っ
た
と
い

シ
つ
０
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〈
自
分
〉
と
い
う
人
間
の
こ
と
が
い
ち
ば
ん
謎
で
あ
っ
た
か
ら
、
い

つ
も
〈
自
分
〉
を
探
し
て
い
た
か
ら
、
い
ろ
い
ろ
な
も
の
の
上
に
自
分

の
姿
が
見
え
た
の
で
あ
る
。
そ
う
し
て
〈
死
〉
が
訪
れ
て
、
よ
う
や
く

〈
自
分
〉
を
問
う
意
識
が
自
分
の
上
か
ら
離
れ
去
っ
た
の
で
あ
っ
た
。

〈
自
分
〉
の
中
を
覗
き
込
む
自
分
の
〈
眼
〉
の
圧
力
か
ら
解
か
れ
た
の

で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
は
幸
福
な
〈
死
〉
で
あ
っ
た
か
。

お
そ
ら
く
著
者
の
〈
自
分
探
し
〉
は
ま
だ
続
く
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、

著
者
の
啄
木
像
は
著
者
自
身
の
人
生
の
深
ま
り
と
共
に
、
ま
た
も
や
変
転
を

続
け
る
の
で
あ
ろ
う
。
わ
れ
わ
れ
は
、
著
者
の
啄
木
論
か
ら
そ
の
対
象
へ
肉

薄
す
る
姿
勢
と
、
そ
れ
が
研
究
主
体
（
単
な
る
研
究
者
で
な
く
）
の
在
り
方

と
無
関
係
で
な
い
こ
と
を
教
え
ら
れ
る
。

（
三
一
書
房
二
○
○
○
年
五
月
二
○
三
頁
一
八
○
○
円
）

（
た
ぐ
ち
．
み
ち
あ
き
神
戸
山
手
女
子
短
期
大
学
助
教
授
）
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