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初
夏
の
黄
蝶
か
ら
秋
の
醜
き
蝶
へ

―
芥
川
龍
之
介
か
ら
太
宰
治
へ
と
〈
蝶
〉
は
舞
う
こ
と
が
で
き
た
だ
ろ
う
か
―

安

藤

公

美

大

國

眞

希

一
、
砲
身
に
蝶
が
と
ま
る
ま
で
―
芥
川
龍
之
介
「
軍
艦
金
剛
航
海
記
」・「
記
」
か
ら
「
詩
」
へ
―

蝶
の
研
究
者
と
し
て
知
ら
れ
、
ま
た
自
著
に
七
色
の
、
通
称
ア
ル
ル
カ
ン
の
蝶
を
描
い
た
ナ
ボ
コ
フ
は
、
文
学
の
誕
生
を
次
の
よ
う

に
喩
え
て
い
る
。

文
学
は
、
狼
が
き
た
、
狼
が
き
た
と
叫
び
な
が
ら
、
少
年
が
す
ぐ
う
し
ろ
を
一
匹
の
大
き
な
灰
色
の
狼
に
追
わ
れ
て
、
ネ
ア
ン
デ

ル
タ
ー
ル
の
谷
間
か
ら
飛
び
出
し
て
き
た
日
に
生
れ
た
の
で
は
な
い
。
文
学
は
、
狼
が
き
た
、
狼
が
き
た
と
叫
び
な
が
ら
、
少
年

が
走
っ
て
き
た
が
、
そ
の
う
し
ろ
に
は
狼
な
ん
か
い
な
か
っ
た
と
い
う
、
そ
の
日
に
生
れ
た
の
で
あ
る
。
…
略
…
し
か
し
、
こ
こ

に
大
切
な
こ
と
が
あ
る
の
だ
。
途
轍
も
な
く
丈
高
い
草
の
蔭
に
い
る
狼
と
、
途
轍
も
な
い
ホ
ラ
話
に
出
て
く
る
狼
と
の
あ
い
だ
に

は
、
ち
ら
ち
ら
と
光
ゆ
ら
め
く
仲
介
者
が
い
る
の
だ
。
こ
の
仲
介
者
、
こ
の
プ
リ
ズ
ム
こ
そ
、
文
学
芸
術
に
ほ
か
な
ら
な
い（
1
）。
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「
ち
ら
ち
ら
と
光
ゆ
ら
め
く
仲
介
者
」「
プ
リ
ズ
ム
」
を
、
ナ
ボ
コ
フ
は
七
色
の
蝶
と
し
て
顕
現
さ
せ
た
。
現
実
と
「
ホ
ラ
話
」
と

の
間
に
、
決
し
て
実
体
と
し
て
は
姿
を
見
せ
な
い
、
プ
リ
ズ
ム
と
化
せ
る
現
象
は
テ
ク
ス
ト
に
登
場
す
る
蝶
と
し
て
読
者
に
文
学
を
問

う
。
境
界
の
は
ざ
ま
に
、
あ
る
い
は
二
つ
の
世
界
の
結
束
点
と
し
て
顕
現
し
て
し
ま
う
蝶
の
文
学
を
考
え
る
と
き
、
芥
川
龍
之
介
「
軍

艦
金
剛
航
海
記
」
は
格
好
の
テ
ク
ス
ト
と
な
る
。〈
記
〉
と
〈
詩
〉
の
間
を
渡
る
蝶
と
い
う
プ
リ
ズ
ム
と
し
て
の
文
学
の
証
左
を
ま
ざ

ま
ざ
と
見
せ
て
く
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

芥
川
龍
之
介
は
、
海
軍
機
関
学
校
教
員
と
し
て
一
九
一
七
年
六
月
、
横
須
賀
か
ら
山
口
県
由
宇
に
向
か
う
戦
艦
金
剛
に
よ
る
航
海
実

習
に
参
加
し
て
い
る
。
そ
の
体
験
記
が
「
軍
艦
金
剛
航
海
記
」
で
あ
る
（
2
）。
軍
艦
金
剛
は
、
全
長
二
〇
〇
メ
ー
ト
ル
超
、
一
四
イ

ン
チ
砲
八
門
を
搭
載
し
た
装
甲
巡
洋
艦
で
あ
り
、
イ
ギ
リ
ス
が
一
九
〇
六
年
に
完
成
さ
せ
た
戦
艦
ド
レ
ッ
ド
ノ
ー
ト
を
超
え
る
と
い
う

意
味
で「
超
ド
級
」艦
体
と
も
呼
ば
れ
、
日
本
海
軍
が
世
界
最
大
の
艦
砲
を
持
っ
た
最
初
の
例
と
し
て
知
ら
れ
る（
3
）。「
十
四
吋
砲
」

は
金
剛
最
大
の
特
徴
で
あ
り
、
こ
の
砲
身
の
前
で
撮
ら
れ
た
記
念
写
真
も
残
る
。

新
進
の
作
家
が
こ
の
金
剛
に
乗
る
機
会
を
得
た
。
芥
川
が
機
関
学
校
に
勤
め
な
が
ら
も
反
戦
反
軍
人
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
続
け
て
い
た
作

家
で
あ
る
以
上
（
4
）、
必
ず
し
も
「
当
時
、
読
者
は
金
剛
の
装
備
や
能
力
の
優
秀
さ
に
つ
い
て
読
む
こ
と
を
期
待
し
た
」（
5
）
わ
け

で
は
な
か
っ
た
ろ
う
し
、
当
時
の
航
海
記
が
必
ず
し
も
記
録
や
報
告
ば
か
り
だ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
（
6
）。
し
か
し
「
そ
う
語
る
こ

と
も
可
能
で
あ
っ
た
」
に
も
か
か
わ
ら
ず
「
芥
川
の
文
章
に
は
、
金
剛
を
讃
え
る
と
い
う
姿
勢
は
見
ら
れ
な
い
。
船
内
を
物
珍
し
そ
う

に
巡
り
な
が
ら
も
、
彼
の
関
心
は
違
う
方
を
向
い
て
い
る
」（
7
）
の
も
ま
た
事
実
だ
。
読
者
は
、
軍
艦
の
描
写
に
向
き
合
い
な
が
ら
、

文
学
的
想
像
力
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
、
あ
る「
揺
れ
」を
感
じ
る
で
あ
ろ
う
。
例
え
ば
、「
軍
艦
の
臭
ひ
」を
嗅
ぎ
取
っ
た
矢
先
に
、「
一

人
の
水
兵
の
讀
ん
で
ゐ
る
本
の
表
紙
が
、
突
然
僕
の
鼻
の
先
へ
出
た
」
と
書
か
れ
、
提
示
さ
れ
た
の
は
「「
天
地
有
情
」
と
云
ふ
字
」

で
あ
る
（
8
）。
そ
し
て
「
僕
は
一
瞬
の
間
、「
軍
艦
の
臭
ひ
」
を
忘
れ
た
。
さ
う
し
て
妙
に
小
説
め
い
た
心
持
に
な
つ
た
」
と
嗅
覚
か

ら
文
学
を
介
し
た
覚
醒
を
示
す
。
ま
た
、
汽
罐
室
の
中
は
、「
僕
が
先
づ
思
ひ
出
し
た
の
は
「
パ
ラ
ダ
イ
ス
・
ロ
ス
ト
」
の
始
め
の
一
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章
で
あ
る
」
と
書
き
、「
一
大
熔
炉
の
如
く
燃
え
て
ゐ
る
」「
凄
愴
な
る
地
獄
」、「
平
和
と
休
息
と
は
住
む
こ
と
が
で
き
な
い
」
場
と
し

て
提
出
す
る
（
9
）。
航
海
記
へ
、
文
学
を
提
示
し
た
り
喩
え
た
り
引
用
す
る
こ
と
を
書
き
手
は
執
拗
に
繰
り
返
し
て
い
く
。「
新
米
の

「
僕
」」
と
い
う
立
場
を
利
用
し
、
上
甲
板
・
ハ
ッ
チ
・
士
官
室
（
ウ
ア
ド
ル
ー
ム
）・
最
上
甲
板
・
前
部
艦
橋
・
司
令
塔
・
海
図
室
・

中
甲
板
・
バ
ス
・
士
官
室
・
汽
缶（
か
ま
）室
・
炭
庫
・
ケ
ビ
ン
・
砲
塔
・
水
雷
室
・
無
線
電
信
室
・
機
械
室
・
倉
庫
・
戦
時
治
療
室
・

士
官
次
室
・
檣
楼
（
ト
ッ
プ
）
と
隈
な
く
歩
き
（
時
に
登
り
）、
音
、
色
、
臭
い
、
感
覚
を
通
し
て
、「
記
」
へ
文
学
を
持
ち
込
む
新
鮮

な
ル
ポ
ル
タ
ー
ジ
ュ
た
ろ
う
と
す
る
。

「
記
」
へ
の
文
学
世
界
の
持
ち
込
み
は
、
軍
歌
「
勇
敢
な
る
水
兵
」
と
オ
オ
ベ
ル
マ
ン
と
の
並
置
の
場
面
で
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
を
迎

え
る
。
軍
艦
の
中
で
「
僕
」
は
「
欧
州
の
戦
争
が
始
ま
つ
て
以
来
、
僕
位
の
年
齡
の
も
の
が
大
抵
考
へ
る
や
う
に
な
つ
た
、
或
る
理
想

的
な
考
へ
」
が
「
頭
に
こ
び
り
つ
い
て
」
い
る
。「
持
つ
て
来
た
オ
オ
ベ
ル
マ
ン
の
頁
を
は
ぐ
つ
て
ゐ
る
間
も
や
は
り
そ
の
考
へ
は
、

僕
を
は
な
れ
な
い
」。
そ
の
よ
う
に
書
か
れ
た
後
に
起
き
た
出
来
事
が
以
下
で
あ
る
。

こ
れ
は
其
の
後
の
事
だ
が
、
夕
飯
を
す
ま
せ
て
、
士
官
室
の
諸
君
と
話
し
て
ゐ
る
と
、
上
甲
板
で
わ
あ
と
云
ふ
声
が
聞
こ
え
た
事

が
あ
る
。
何
だ
ら
う
と
思
つ
て
、
ハ
ツ
チ
を
上
つ
て
見
る
と
、
第
四
砲
塔
の
う
し
ろ
に
艦
中
の
水
兵
が
黒
山
の
や
う
に
集
ま
つ
て

ゐ
た
。
さ
う
し
て
そ
れ
が
皆
、
大
き
な
口
を
あ
い
て
、「
勇
敢
な
る
水
兵
」
の
軍
歌
を
唱
つ
て
ゐ
た
。
ケ
エ
プ
ス
タ
ン
の
上
に
、

甲
板
士
官
が
の
つ
て
ゐ
る
の
は
、
音
頭
を
と
つ
て
ゐ
る
の
で
あ
ら
う
。
こ
つ
ち
か
ら
見
る
と
、
そ
の
士
官
と
艦
尾
の
軍
艦
旗
と
が
、

千
人
あ
ま
り
の
水
兵
の
頭
の
上
に
、
曇
り
な
が
ら
夕
焼
け
の
し
た
空
を
切
り
ぬ
い
て
、
墨
を
塗
つ
た
や
う
に
黒
く
見
え
た
。
下
で

は
皆
が
、
塩
辛
い
声
を
あ
げ
て
、「
煙
も
見
え
ず
雲
も
な
く
」
と
う
た
つ
て
ゐ
る
。
僕
は
こ
の
時
も
亦
、
そ
の
或
る
考
へ
に
襲
は

れ
た
。
勇
ま
し
か
る
可
き
軍
歌
の
声
が
、
僕
に
は
寧
ろ
、
凄
壮
な
調
子
を
帶
び
て
聞
え
た
か
ら
で
あ
る
。

僕
は
オ
オ
ベ
ル
マ
ン
を
抛
り
出
し
て
眼
を
閉
つ
た
。
艦
は
少
し
揺
れ
始
め
た
ら
し
い
。

初夏の黄蝶から秋の醜き蝶へ（安藤・大國）
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「
勇
敢
な
る
水
兵
」
は
、
一
八
九
四
（
明
治
二
七
）
年
の
黄
海
開
戦
時
、
松
島
艦
搭
乗
の
三
等
水
兵
三
浦
虎
次
郎
（
一
九
歳
）
が
戦

死
し
た
こ
と
を
請
け
て
作
ら
れ
た
軍
歌
で
あ
る
（
10
）。
一
方
の
「
オ
オ
ベ
ル
マ
ン
」
は
、
エ
チ
エ
ン
ヌ
・
ド
・
セ
ナ
ン
ク
ー
ル
作
、

感
じ
や
す
く
傷
つ
き
や
す
い
青
年
の
書
簡
か
ら
な
る
豊
か
な
自
然
描
写
と
哲
学
的
思
索
の
テ
ク
ス
ト
で
あ
る
（
11
）。
前
出
塚
本
論
は
、

こ
の
「
或
る
考
へ
」
を
「
労
働
問
題
」
や
「
社
会
主
義
思
想
」
と
捉
え
、
こ
の
考
え
を
抱
き
つ
つ
、「
一
時
期
と
は
い
え
海
軍
に
所
属

し
、
急
速
に
巨
大
化
す
る
軍
部
を
目
の
当
た
り
に
し
た
芥
川
」
は
「
正
面
か
ら
そ
の
権
力
と
格
闘
す
る
こ
と
で
は
な
く
、
ま
た
そ
の
内

部
で
要
人
と
し
て
と
ど
ま
り
な
が
ら
書
き
つ
づ
け
る
こ
と
で
も
な
く
」、「「
オ
ー
ベ
ル
マ
ン
」
に
描
か
れ
た
よ
う
に
、
世
の
中
と
一
線

を
画
し
美
を
求
め
て
孤
高
に
生
き
る
道
」
を
選
ん
だ
と
す
る
が
、
こ
こ
で
の
「
僕
」
は
、
そ
の
い
ず
れ
の
世
界
に
も
安
住
で
き
な
い
「
揺

れ
」
の
な
か
に
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
こ
こ
に
は
、
戦
争
と
文
学
や
、
集
団
と
孤
高
、
さ
ら
に
は
全
体
主
義
と
個
人
と
い
っ
た
単
純
な

二
項
で
は
割
り
切
れ
な
い
、
文
字
通
り
「
揺
れ
」
る
場
が
生
起
し
て
い
る
。

軍
歌
が
戦
意
高
揚
と
併
せ
て
「
悲
壮
な
声
」「
人
の
腸
を
断
た
ず
に
は
置
か
な
い
や
う
な
、
ま
た
は
悲
し
く
死
に
面
し
て
進
ん
で
行

く
人
の
た
め
に
挽
歌
を
う
た
つ
て
ゐ
る
や
う
な
声
」（
12
）
と
し
て
遺
憾
な
く
文
学
性
を
発
揮
す
る
よ
う
に
、
そ
の
文
学
性
が
容
易
に

戦
意
高
揚
と
結
び
つ
い
て
も
し
ま
う
よ
う
に
、
こ
の
「
航
海
記
」
に
引
用
さ
れ
た
「
天
地
有
情
」「
パ
ラ
ダ
イ
ス
・
ロ
ス
ト
」「
オ
ー
ベ

ル
マ
ン
」
い
ず
れ
も
が
、
戦
争
と
の
関
わ
り
に
お
い
て
、
あ
る
種
の
割
り
切
れ
な
さ
と
い
う
揺
ら
ぎ
を
抱
え
た
テ
ク
ス
ト
で
あ
っ
た
こ

と
は
充
分
に
注
意
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
（
13
）。

し
か
し
、
芥
川
の
「
航
海
記
」
の
他
に
例
を
見
な
い
戦
略
は
、
閉
じ
ら
れ
る
直
前
に
蝶
を
顕
現
さ
せ
た
と
こ
ろ
に
あ
る
。
目
的
地
に

近
づ
き
、
海
上
生
活
か
ら
「
陸
に
近
い
」
こ
と
を
愉
快
に
感
じ
る
「
僕
」
は
、
砲
塔
の
近
所
で
機
関
長
と
法
華
経
の
話
を
し
て
い
る
。

や
が
て
、
何
気
な
く
眼
を
上
げ
る
と
、
眼
の
前
に
あ
る
十
四
吋
砲
の
砲
身
に
、
黄
い
ろ
い
褄
黒
蝶
が
一
つ
と
ま
つ
て
ゐ
る
。
僕

は
文
字
通
り
は
つ
と
思
つ
た
。
驚
い
た
や
う
な
、
嬉
し
い
や
う
な
妙
な
心
も
ち
で
は
つ
と
思
つ
た
。
が
、
そ
れ
が
人
に
通
じ
る
筈
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は
な
い
。
機
関
長
は
相
変
ら
ず
し
き
り
に
む
づ
か
し
い
経
義
の
話
を
し
た
。
僕
は
―
―
唯
だ
、
蝶
を
見
て
ゐ
た
と
云
つ
た
の
で
は
、

云
ひ
足
り
な
い
。
陸
を
、
畠
を
、
人
間
を
、
町
を
、
さ
う
し
て
又
そ
れ
ら
の
上
に
あ
る
初
夏
を
蝶
と
共
に
懐
し
く
、
思
ひ
や
つ
て

ゐ
た
の
で
あ
る
。

「
十
四
吋
砲
」
と
い
う
金
剛
最
大
の
武
器
に
、
一
頭
の
黄
色
い
蝶
を
止
ま
ら
せ
る
。
現
実
と
ホ
ラ
話
を
仲
介
す
る
プ
リ
ズ
ム
と
し
て
、

蝶
を
こ
の
「
記
」
の
最
後
に
顕
現
さ
せ
、
あ
た
か
も
文
学
誕
生
の
瞬
間
の
喜
び
か
の
よ
う
に
表
現
す
る
。
手
帳
に
は
出
航
時
に
「
蛇
の

目
蝶

さ
び
し
」（
14
）
と
し
て
の
み
書
き
留
め
ら
れ
た
に
す
ぎ
な
か
っ
た
黒
い
地
味
な
蝶
は
、
鮮
や
か
な
黄
色
い
蝶
に
姿
を
変
え
、

西
風
の
使
者
よ
ろ
し
く
「
陸
」「
生
活
」
の
使
者
と
し
て
、「
む
づ
か
し
い
経
義
の
話
」
と
い
う
聴
覚
を
消
去
す
る
よ
う
に
「
僕
」
の
前

に
立
ち
現
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
仏
教
用
語
を
由
来
と
し
、
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
と
最
も
強
固
な
る
も
の
の
意
味
を
併
せ
も
つ
金
剛
と
い

う
名
の
戦
艦
の
も
つ
武
力
、
暴
力
へ
の
拒
否
の
姿
勢
は
明
確
で
あ
ろ
う
（
15
）。
砲
身
に
留
ま
る
一
頭
の
黄
色
い
蝶
と
い
う
非
暴
力
の

記
号
表
象
は
、
例
え
ば
、「
ル
パ
ン
三
世
」（
第
二
シ
リ
ー
ズ
）
の
第
一
三
六
話
「
ゴ
ー
ル
ド
バ
タ
フ
ラ
イ
の
復
讐
」
の
一
場
面
に
す
ら

発
見
で
き
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
よ
り
重
要
な
の
は
、
蝶
の
、
戦
争
と
文
学
、
そ
し
て
詩
と
の
関
わ
り
で
あ
る
。

「
て
ふ
て
ふ
が
一
匹
韃
靼
海
峡
を
渡
つ
て
行
つ
た
」
と
い
う
安
西
冬
衛
の
印
象
的
な
詩
（『
軍
艦
茉
莉
』
厚
生
閣
書
店
、
一
九
二
九
）

は
、
初
出
（「
春
」『
亜
』
一
九
二
六
・
五
）「
て
ふ
て
ふ
が
一
匹
間
宮
海
峡
を
渡
つ
て
行
つ
た
」
の
一
行
の
横
に
「
軍
艦
北
門
ノ
砲
塔

ニ
テ
」
の
語
を
添
え
て
い
た
（
16
）。
砲
身
か
ら
放
た
れ
る
砲
弾
の
代
り
に
蝶
が
二
つ
の
大
陸
を
繋
ぐ
。
そ
し
て
、
砲
塔
、
砲
身
と
共

に
立
ち
現
れ
る
蝶
を
考
え
る
と
き
、
佐
藤
春
夫
の
『
戦
線
詩
集
』（
新
潮
社
、
一
九
三
九
）
は
見
落
と
せ
な
い
（
17
）。
そ
の
「
は
し
が

き
」
に
は
、「
砲
身
に
蝶
が
と
ま
る
や
う
に
／
お
れ
は
或
る
時
戦
線
に
ゐ
た
。
／
み
な
爆
風
に
吹
っ
飛
ん
で
／
そ
こ
に
は
神
経
衰
弱
も

／
不
眠
症
も
不
実
女
も
無
い
。
／
毒
瓦
斯
の
や
う
な
暑
気
の
な
か
で
／
お
れ
は
健
康
で
幸
福
で
あ
っ
た
。
／
お
れ
で
さ
へ
神
々
の
ひ
と

り
で
あ
つ
た
／
―
―
戦
場
で
は
。
／
昭
和
十
三
年
十
二
月
二
十
五
日
夜

春
夫
誌
す
」
と
あ
る
。
こ
こ
に
芥
川
の
影
を
読
み
取
る
こ
と
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は
容
易
だ
が
、
冒
頭
の
蝶
の
比
喩
は
、
よ
り
鮮
烈
で
あ
ろ
う
。
求
め
ら
れ
た
「
戦
線
の
ル
ポ
ル
タ
ー
ジ
ュ
」、
そ
し
て
前
線
の
手
帖
に

「
詩
に
似
た
形
」
を
発
見
し
た
「
戦
場
に
送
ら
れ
た
詩
人
」
の
比
喩
と
し
て
、「
軍
艦
金
剛
航
海
記
」
が
引
用
さ
れ
て
い
る
か
の
よ
う

で
あ
る
。
蝶
を
使
い
、
し
か
し
個
人
的
体
験
を
爆
風
に
吹
っ
飛
ば
さ
な
い
限
り
『
従
軍
詩
集
』
は
成
り
立
た
な
い
。
蝶
の
文
学
、
戦
争

の
文
学
を
考
え
る
と
き
に
こ
の
事
は
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
一
事
の
は
ず
だ
。〈
記
〉
と
〈
詩
〉
の
は
ざ
ま
に
顕
現
す
る
蝶
。
芥
川
の
「
軍

艦
金
剛
航
海
記
」
は
、
こ
の
よ
う
に
プ
リ
ズ
ム
と
し
て
の
文
学
が
顕
れ
て
い
る
。

二
、
目
を
閉
じ
て
の
群
飛
か
ら
蛾
の
形
の
痣
へ
―
太
宰
文
学
に
お
け
る
〈
蝶
〉
の
変
遷
―

太
宰
作
品
を
発
表
順
に
並
べ
て
、
蝶
が
ど
の
よ
う
に
登
場
す
る
か
を
追
っ
て
み
る
と
、
は
じ
め
の
ほ
う
に
乱
れ
飛
ぶ
〈
蝶
〉
は
、
色

鮮
や
か
で
、
目
を
閉
じ
た
時
に
飛
ん
で
く
る
。
そ
れ
は
「
老
人
」
と
呼
ば
れ
る
、「
嘘
ば
か
り
つ
い
て
い
る
」
青
年
の
今
際
の
際
に
登

場
す
る
。「
嘘
」
と
か
か
わ
る
、
色
鮮
や
か
な
プ
リ
ズ
ム
が
文
学
に
存
在
す
る
こ
と
の
証
左
と
な
る
蝶
で
も
あ
り
、
太
宰
文
学
に
お
い

て
も
ま
た
、〈
蝶
〉
は
文
学
の
息
吹
に
関
わ
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
ま
た
、
小
説
を
書
こ
う
と
す
る
（
目
を
閉
じ
た
と
き
に
群
れ
飛
ぶ

言
葉
た
ち
を
捕
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
）
語
り
手
が
、「
む
な
し
い
言
葉
で
あ
る
の
が
わ
か
つ
て
ゐ
な
が
ら
」
捕
虫
網
で
捕
え
る
「
水

色
の
蝶
」
も
登
場
す
る
。
こ
こ
で
も
ま
た
、
蝶
は
小
説
の
着
想
に
、
そ
し
て
、
小
説
を
生
成
す
る
言
葉
に
重
ね
ら
れ
て
お
り
、
小
説
の

息
吹
を
感
じ
さ
せ
る
。
太
宰
作
品
の
〈
蝶
〉
を
辿
っ
て
い
く
と
、
こ
の
よ
う
な
群
飛
か
ら
、
地
に
這
う
「
醜
き
蝶
」
へ
と
姿
を
変
え
、

そ
の
「
醜
き
蝶
」
が
さ
ら
に
ひ
と
つ
の
詩
の
ノ
オ
ト
に
書
き
つ
け
ら
れ
た
着
想
と
し
て
再
度
小
説
に
登
場
す
る
。
そ
の
よ
う
な
小
説
が

書
か
れ
た
の
は
、
伝
記
的
に
言
え
ば
作
家
が
再
出
発
を
誓
い
、
多
く
の
小
説
を
生
み
出
し
て
い
く
時
期
と
重
な
り
、
小
説
を
、
散
文
を

書
い
て
い
く
こ
と
へ
の
姿
勢
が
「
醜
き
蝶
」
へ
と
投
影
さ
れ
て
い
る
と
も
読
め
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
し
か
し
、
時
代
が
下
っ
て

い
っ
た
作
品
で
は
〈
蝶
〉
は
息
を
ひ
そ
め
、
直
接
は
姿
を
見
せ
な
く
な
る
。
代
わ
っ
て
、
物
語
へ
の
ロ
マ
ン
ス
化
は
、
蝶
で
は
な
く
、
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蛍
の
よ
う
な
青
白
い
光
へ
と
、
あ
る
い
は
、
燐
光
へ
と
昇
華
さ
れ
る
。

否
否
、
先
を
急
ぎ
す
ぎ
ず
、
順
に
〈
蝶
〉
の
形
象
を
追
っ
て
い
こ
う
。
太
宰
作
品
に
登
場
す
る
〈
蝶
〉
の
種
類
は
お
お
ま
か
に
六
つ

に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
①
話
の
着
想
や
言
葉
と
重
ね
ら
れ
る
蝶
、
②
女
性
を
形
容
す
る
蝶
、
③
歴
史
引
用
の
蝶
、
④
「
蘭
蝶
」、

⑤
襟
や
ネ
ク
タ
イ
、
紐
な
ど
の
「
お
し
ゃ
れ
」、
言
い
換
え
れ
ば
ヴ
ァ
ニ
テ
ィ
に
関
す
る
蝶
、
そ
し
て
、
⑥
地
を
這
う
醜
い
秋
の
蝶
の

系
譜
だ
。
以
下
に
ひ
と
つ
ず
つ
確
認
し
て
み
る
。

話
の
着
想
や
言
葉
と
重
ね
ら
れ
る
蝶
は
、
既
に
述
べ
た
と
お
り
、「
逆
行
」
と
「
め
く
ら
草
紙
」
に
飛
ん
で
い
る
。「
逆
行
」
は
、
一

九
三
五
年
二
月
に
『
文
芸
』
に
発
表
さ
れ
た
「
蝶
蝶
」「
決
闘
」「
く
ろ
ん
ぼ
」
と
『
帝
国
大
学
新
聞
』
に
一
九
三
五
年
十
月
七
日
に
発

表
さ
れ
た
「
盗
賊
」
で
構
成
さ
れ
る
。
巻
頭
に
置
か
れ
た
「
蝶
蝶
」
の
な
か
に
は
次
の
よ
う
な
一
節
が
あ
る
。

ふ
つ
う
の
人
間
は
臨
終
ち
か
く
な
る
と
、
お
の
れ
の
両
の
て
の
ひ
ら
を
ま
じ
ま
じ
と
眺
め
た
り
、
近
親
の
瞳
を
ぼ
ん
や
り
見
あ

げ
て
ゐ
る
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
老
人
は
、
た
い
て
い
眼
を
つ
ぶ
つ
て
ゐ
た
。
ぎ
ゅ
つ
と
固
く
つ
ぶ
つ
て
み
た
り
、
ゆ
る
く
あ
け

て
瞼
を
ぶ
る
ぶ
る
そ
よ
が
せ
て
み
た
り
、
お
と
な
し
く
そ
ん
な
こ
と
を
し
て
ゐ
る
だ
け
な
の
で
あ
る
。
蝶
蝶
が
見
え
る
と
い
ふ
の

で
あ
つ
た
。
青
い
蝶
や
、
黒
い
蝶
や
、
白
い
蝶
や
、
黄
色
い
蝶
や
、
む
ら
さ
き
の
蝶
や
、
水
色
の
蝶
や
、
数
千
数
万
の
蝶
蝶
が
す

ぐ
額
の
う
へ
を
い
つ
ぱ
い
に
む
れ
飛
ん
で
ゐ
る
と
い
ふ
の
で
あ
つ
た
。
わ
ざ
と
さ
う
い
ふ
の
で
あ
つ
た
。
十
里
と
ほ
く
は
蝶
の
霞
。

百
万
の
羽
ば
た
き
の
音
は
、
真
昼
の
あ
ぶ
の
唸
り
に
似
て
ゐ
た
。
こ
れ
は
合
戦
を
し
て
ゐ
る
の
で
あ
ら
う
。
翼
の
粉
末
が
、
折
れ

た
脚
が
、
眼
玉
が
、
触
覚
が
、
長
い
舌
が
、
降
る
や
う
に
落
ち
る
。

「
わ
ざ
と
さ
う
い
ふ
の
で
あ
つ
た
」
と
あ
る
の
は
、「
老
人
」
が
嘘
ば
か
り
つ
い
て
い
る
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
と
照
応
す
る
。
描
か

れ
る
蝶
の
色
彩
は
豊
か
だ
。
バ
ラ
バ
ラ
に
な
っ
て
降
っ
て
く
る
点
も
印
象
深
い
（
18
）。「
め
く
ら
草
紙
」（
一
九
三
六
）
の
方
は
小
説
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を
書
く
こ
と
に
つ
い
て
書
か
れ
た
小
説
で
、小
説
と
し
て
書
く
言
葉
が
、蝶
と
し
て
舞
っ
て
い
る
の
を
捕
え
る
と
表
現
さ
れ
て
い
る（
19
）。

私
は
、
い
ま
、
眠
ら
な
け
れ
ば
い
け
な
い
。
け
れ
ど
も
、
書
き
か
け
た
創
作
を
、
結
ば
な
け
れ
ば
い
け
な
い
。
私
は
寝
床
の
枕

元
に
原
稿
用
紙
とBBB

の
鉛
筆
と
を
、
そ
な
へ
て
寝
た
。

毎
夜
、
毎
夜
、
万
朶
の
花
の
ご
と
く
、
ひ
ら
ひ
ら
私
の
眉
間
の
あ
た
り
で
舞
ひ
狂
ふ
、
あ
の
無
量
無
数
の
言
葉
の
洪
水
が
、
今

宵
は
、
ま
た
、
な
ん
と
し
た
こ
と
か
、
雪
の
ま
つ
た
く
降
り
や
ん
で
し
ま
つ
た
空
の
や
う
に
、
た
だ
、
か
ら
っ
と
し
て
ゐ
て
、
私

ひ
と
り
の
こ
さ
れ
、
い
つ
そ
石
に
な
り
た
い
く
ら
ゐ
の
羞
恥
の
念
で
い
た
づ
ら
に
輾
転
し
て
ゐ
る
。
手
も
届
か
ぬ
遠
く
の
空
を
飛

ん
で
居
る
水
色
の
蝶
を
捕
虫
網
で
、
や
つ
と
お
さ
へ
て
、
二
つ
三
つ
、
そ
れ
は
む
な
し
い
言
葉
で
あ
る
の
が
わ
か
つ
て
ゐ
な
が
ら
、

と
に
か
く
、
摑
ん
だ
（
20
）。

こ
こ
で
は
、
万
朶
の
花
、
雪
、
蝶
が
重
ね
ら
れ
て
い
る
点
も
興
味
を
惹
く
。
後
に
触
れ
る
が
、「
雪
の
夜
の
話
」（『
少
女
の
友
』
一

九
四
四
・
五
）
で
は
降
る
雪
が
蛍
み
た
い
で
美
し
い
と
考
え
た
「
私
」
が
（
小
説
家
の
兄
の
話
に
し
た
が
っ
て
）
ロ
マ
ン
ス
化
を
行
う

瞬
間
が
捉
え
ら
れ
て
い
る
か
ら
だ
。
そ
れ
は
と
も
か
く
、
こ
こ
で
は
、
太
宰
文
学
に
お
い
て
〈
蝶
〉
は
初
期
の
作
品
で
は
話
の
着
想
や

小
説
の
言
葉
と
重
ね
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
て
お
く
。

ふ
た
つ
め
の
女
性
を
形
容
す
る
〈
蝶
〉
は
、「
火
の
鳥
」（『
愛
と
美
に
つ
い
て
』
竹
村
書
房
、
一
九
三
九
）
に
登
場
す
る
。
こ
こ
で

は
蝶
々
の
よ
う
に
美
し
い
と
、
女
性
が
大
き
な
黒
揚
羽
に
喩
え
ら
れ
て
い
る
。「
清
貧
譚
」（『
新
潮
』
一
九
四
一
・
一
）
で
は
、
結
婚

相
手
の
と
こ
ろ
に
来
る
女
性
の
様
子
が
、「
汚
い
寝
所
に
、
ひ
ら
り
と
風
に
乗
つ
て
白
い
柔
い
蝶
が
忍
び
入
つ
た
」
と
表
現
さ
れ
る
。

こ
れ
ら
は
、
ひ
と
ま
ず
、
慣
用
的
な
比
喩
の
用
法
と
い
え
る
だ
ろ
う
（
も
ち
ろ
ん
、
典
拠
と
さ
れ
る
『
聊
斎
志
異
』
の
「
黄
英
」
に
蝶

●

●

は
登
場
せ
ず
、
菊
の
花
の
精
の
話
で
、
名
前
は
黄
英
で
彼
女
が
白
い
蝶
と
重
な
る
こ
と
に
意
味
が
な
い
わ
け
が
な
く
、
ま
た
ジ
ェ
ラ
ー
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ル
の
「
プ
シ
ュ
ケ
と
ア
モ
ル
」
な
ど
も
想
起
さ
せ
る
が
）。「
清
貧
譚
」
は
中
国
文
学
を
下
敷
き
に
し
て
お
り
、〈
蝶
〉
に
関
し
て
い
え

ば
、
太
宰
文
学
の
独
創
性
は
相
対
的
に
言
え
ば
や
や
弱
い
（
21
）。
も
う
ひ
と
つ
の
女
性
と
蝶
と
が
重
ね
ら
れ
て
い
る
作
品
、「
東
京
だ

よ
り
」（『
文
学
報
国
』、
一
九
四
四
・
八
）
を
繙
い
て
み
る
。

ど
の
子
の
顔
に
も
、
こ
れ
と
い
ふ
異
な
つ
た
印
象
は
無
く
、
羽
根
の
色
の
同
じ
な
蝶
々
が
ひ
つ
そ
り
並
ん
で
花
の
枝
に
と
ま
つ

て
ゐ
る
や
う
な
感
じ
な
の
で
す
が
、
で
も
、
ひ
と
り
、
ど
う
い
ふ
わ
け
か
、
忘
れ
ら
れ
な
い
印
象
の
子
が
ゐ
た
の
で
す
。（
中
略
）

そ
の
人
は
、
た
と
へ
ば
黒
あ
げ
は
蝶
の
中
に
緑
の
蝶
が
ま
じ
つ
て
ゐ
る
み
た
い
に
、
あ
ざ
や
か
に
他
の
人
と
違
つ
て
美
し
い
の
で

す
。
さ
う
で
す
。
美
し
い
の
で
す
。
何
の
お
化
粧
も
し
て
ゐ
ま
せ
ん
。
そ
れ
で
も
、
ひ
と
り
、
ま
る
で
違
つ
て
美
し
い
の
で
す
。

私
は
、
不
思
議
で
な
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

本
作
で
は
女
性
を
蝶
に
喩
え
る
と
い
う
慣
用
的
な
修
辞
を
用
い
な
が
ら
、
し
か
し
、
そ
の
な
か
に
あ
っ
て
「
ひ
と
り
、
ま
る
で
違
つ

て
美
し
い
」「
不
思
議
」
が
描
出
さ
れ
て
い
る
。
最
初
は
、「
高
貴
の
血
」
に
よ
る
の
で
は
な
い
か
と
語
り
手
は
一
人
合
点
す
る
が
、
結

末
に
至
り
、
松
葉
杖
を
つ
い
て
お
り
、
生
ま
れ
つ
き
「
足
が
悪
い
」
こ
と
が
判
明
す
る
。
井
原
あ
や
氏
は
、
本
作
が
「
日
本
文
学
報
国

会
の
機
関
紙
で
あ
る「
文
学
報
国
」の
紙
面
に「
朗
読
文
学

短
編
小
説
特
輯
」の
一
篇
と
し
て
掲
載
さ
れ
た
こ
と
に
注
目
し
て
」、「「
朗

読
し
て
聴
く
者
の
耳
に
訴
へ
る
文
学
」
こ
そ
が
朗
読
文
学
の
特
質
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
物
語
の
末
尾
に
至
っ
て
「
私
」
の
声
も

「
私
」
が
見
つ
め
た
少
女
の
歌
声
も
響
か
な
い
。
美
し
い
「
国
語
」
を
語
り
、「
朗
読
し
て
聴
く
者
の
耳
に
訴
へ
る
文
学
」
で
あ
る
こ

と
を
目
的
と
す
る
朗
読
文
学
に
背
を
向
け
る
か
の
よ
う
に
声
を
閉
ざ
す
「
私
」
と
「
黙
つ
」
た
ま
ま
の
少
女
。「
東
京
だ
よ
り
」
を
朗

読
文
学
と
し
て
聞
く
者
は
、
二
人
の
声
を
聞
く
こ
と
の
な
い
ま
ま
、
小
説
を
聞
き
終
わ
る
の
で
あ
る
」
と
示
唆
に
富
む
考
察
を
提
示
し

て
い
る
（
22
）。
作
家
で
あ
る
「
私
」
と
「
緑
の
蝶
」
と
呼
ば
れ
る
女
性
と
が
「
黙
っ
た
ま
ま
」
で
あ
る
点
で
軌
を
一
に
す
る
な
ら
ば
、
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「
緑
の
蝶
」
は
、
小
説
を
生
み
出
す
う
え
で
特
別
な
意
味
を
有
す
る
と
言
え
よ
う
。
太
宰
文
学
に
お
け
る
〈
蝶
〉
の
変
遷
を
追
っ
て
ゆ

く
と
き
、「
東
京
だ
よ
り
」
は
見
逃
せ
な
い
作
品
で
あ
る
（
23
）。

「
清
貧
譚
」
も
「
聊
斎
志
異
」
と
い
う
典
拠
が
あ
る
こ
と
が
作
品
の
な
か
で
示
さ
れ
て
い
た
が
、
も
っ
と
直
接
的
に
歴
史
書
か
ら
の

引
用
に
蝶
が
登
場
す
る
作
品
が
あ
る
。『
右
大
臣
実
朝
』（
錦
城
出
版
社
、
一
九
四
三
）
だ
。
こ
の
作
品
で
は
随
所
に
「
吾
妻
鏡
」
が
引

用
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
一
節
に
小
泉
八
雲
も
指
摘
す
る
（
24
）、
黄
蝶
の
群
飛
の
出
来
事
（
建
保
元
年
八
月
「
廿
二
日
、
庚
寅
、
天

晴
、
未
剋
、
鶴
岳
上
宮
の
宝
殿
に
、
黄
蝶
大
小
群
集
す
、
人
之
を
怪
し
む
。」）
が
あ
る
。

四
つ
目
に
あ
げ
た
「
蘭
蝶
」
に
つ
い
て
は
、「
思
ひ
出
」（『
海
豹
』
一
九
三
三
・
四
、
六
、
七
）、「
庭
」（『
新
小
説
』
一
九
四
六
・

一
）
に
登
場
す
る
。
生
物
と
し
て
の
蝶
で
は
な
い
が
、
新
内
節
「
若
木
仇
名
草
」
で
あ
り
、
音
／
声
と
し
て
登
場
し
、
後
述
す
る
「
お

さ
ん
」
を
想
起
す
る
と
、
心
中
も
の
で
あ
る
点
も
見
過
ご
せ
な
い
（
25
）。

五
つ
目
の
襟
や
ネ
ク
タ
イ
、
紐
な
ど
の
「
お
し
ゃ
れ
」
に
関
す
る
蝶
は
、「
ダ
ス
・
ゲ
マ
イ
ネ
」（『
文
藝
春
秋
』
一
九
三
五
・
一
〇
）

の
シ
ゲ
テ
ィ
の
蝶
ネ
ク
タ
イ
、「
お
し
ゃ
れ
童
子
」（『
婦
人
画
報
』
一
九
三
九
・
一
一
）
の
蝶
の
形
を
し
た
襟
、「
善
蔵
を
思
ふ
」（『
文

芸
』
一
九
四
〇
・
四
）
の
蝶
の
形
の
袴
の
紐
、『
津
軽
』（
小
山
書
店
、
一
九
四
四
）
の
蝶
の
形
を
し
た
襟
（「
お
し
ゃ
れ
童
子
」
の
引

用
）
と
し
て
登
場
す
る
。
こ
れ
も
ま
た
生
物
と
し
て
の
蝶
で
は
な
い
が
、
太
宰
文
学
に
お
い
て
「
お
し
ゃ
れ
」
は
服
装
の
お
し
ゃ
れ
の

み
を
指
す
の
で
は
な
く
、
文
学
の
創
造
に
接
す
る
ヴ
ァ
ニ
テ
ィ
を
仄
め
か
す
も
の
で
も
あ
る
。「
ダ
ス
・
ゲ
マ
イ
ネ
」
で
も
ヴ
ァ
イ
オ

リ
ン
が
入
っ
て
い
な
い
ヴ
ァ
イ
オ
リ
ン
ケ
ー
ス
を
持
ち
歩
く
人
物
が
登
場
し
（
26
）、
彼
が
語
る
ヴ
ァ
イ
オ
リ
ン
の
名
手
で
あ
る
シ
ゲ

テ
ィ
が
蝶
ネ
ク
タ
イ
を
し
て
い
る
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
意
味
深
長
だ
。「
善
蔵
を
思
ふ
」
で
も
、
せ
っ
か
く
結
ば
れ
た
蝶
の
形
が
在

京
芸
術
人
の
集
会
に
参
加
す
る
に
及
び
、
崩
れ
て
し
ま
う
と
さ
れ
て
い
る
点
は
ガ
ジ
ェ
ッ
ト
と
し
て
も
気
が
利
い
て
い
る
。

六
つ
め
の
「
醜
き
蝶
」
は
、「H

U
M
A
N
LO
ST

」（『
新
潮
』
一
九
三
七
・
四
）
と
「
ア
、
秋
」（『
若
草
』
一
九
三
九
・
一
〇
）
に

登
場
す
る
。「H

U
M
A
N
LO
ST

」
は
一
九
三
六
年
十
月
十
三
日
に
パ
ヴ
ィ
ナ
ー
ル
中
毒
で
Ｍ
脳
病
院
に
「
ぶ
ち
こ
」
ま
れ
た
「
私
」
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が
十
一
月
十
二
日
に
退
院
す
る
ま
で
の
日
記
形
式
で
綴
ら
れ
た
、
断
片
的
に
こ
と
ば
が
並
ぶ
作
品
だ
。
水
に
沈
め
ら
れ
る
こ
と
を
想
起

さ
せ
る
言
葉
、
花
、
金
魚
な
ど
の
イ
メ
ー
ジ
の
韻
を
含
有
し
、
エ
ピ
グ
ラ
フ
に
は
「
思
ひ
は
、
ひ
と
つ
、
窓
前
花
」
と
掲
げ
ら
れ
る
。

こ
の
「
窓
前
」
が
入
院
生
活
の
病
院
内
と
い
う
、
外
に
隔
て
ら
れ
た
心
象
と
照
応
す
る
た
め
、「
窓
前
花
」
や
、
水
に
ひ
ら
ひ
ら
と
泳

ぎ
、「
た
だ
飼
ひ
放
ち
在
る
だ
け
で
は
、
月
余
の
命
、
保
た
ず
」
と
繰
り
返
さ
れ
る
金
魚
（
つ
ま
り
は
飼
わ
れ
て
、
金
魚
鉢
な
ど
に
入

れ
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
）
が
描
か
れ
る
。
そ
れ
に
比
し
て
、
窓
の
外
に
登
場
す
る
の
だ
。
蝶
が
。

窓
外
、
庭
の
黒
土
を
ば
さ
ば
さ
這
ひ
ず
り
ま
は
つ
て
ゐ
る
醜
き
秋
の
蝶
を
見
る
。
並
は
づ
れ
て
、
た
く
ま
し
き
が
故
に
、
死
な

ず
在
り
ぬ
る
。
は
か
な
き
態
に
は
非
ず
。

「
め
く
ら
草
紙
」
で
は
、
先
に
引
用
し
た
よ
う
に
、「
万
朶
の
花
の
ご
と
く
」「
舞
ひ
狂
ふ
」「
雪
」
と
い
う
語
句
に
よ
り
、（
今
は
飛

ん
で
い
な
い
け
れ
ど
も
）群
飛
し
て
い
た
こ
と
を（
い
わ
ば
見
せ
消
ち
の
よ
う
な
形
で
）彷
彿
と
さ
せ
て
い
た
が
、「H

U
M
A
N
LO
ST

」

で
は
、
群
飛
と
は
対
照
的
な
、
窓
の
外
の
黒
土
を
這
い
ず
り
ま
わ
る
姿
が
捉
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
が
分
類
⑥
の
「
醜
き
蝶
」
の
系
譜

だ
。
醜
き
蝶
が
這
っ
て
い
た
「
黒
土
」
の
う
え
は
、「
め
く
ら
草
紙
」
の
冒
頭
で
は
「
盥
の
水
が
、
庭�

の�

く�

ろ�

土�

に
こ
ぼ
れ
、
流
れ
る
。

音
も
な
く
這
ひ
流
れ
る
の
だ
。
水
到
り
て
渠
成
る
。
こ
の
や
う
な
小
説
が
あ
つ
た
な
ら
、
千
年
万
年
た
つ
て
も
、
生
き
て
居
る
」（
傍

点
引
用
者
）
と
書
か
れ
、
小
説
と
い
う
も
の
の
ひ
と
つ
の
理
想
的
な
場
と
し
て
示
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
〈
庭
の
黒
土
を
ば
さ
ば
さ
這
ひ

ず
り
ま
は
つ
て
ゐ
る
醜
き
秋
の
蝶
〉
は
「H

U
M
A
N
LO
ST

」
の
二
年
後
、「
ア
、
秋
」
で
繰
り
返
さ
れ
る
。
太
宰
治
の
伝
記
を
参
照

し
て
お
く
な
ら
、「H

U
M
A
N
LO
ST

」
を
機
に
一
年
半
ほ
ど
の
イ
ン
タ
ー
バ
ル
を
挟
ん
で
、
創
作
の
豊
穣
期
へ
と
突
入
す
る
。
そ
し

て
、
発
表
さ
れ
た
「
ア
、
秋
」
は
、「
本
職
の
詩
人
と
も
な
れ
ば
、
い
つ
ど
ん
な
注
文
が
あ
る
か
、
わ
か
ら
な
い
か
ら
、
常
に
詩
材
の

準
備
を
し
て
置
く
の
で
あ
る
」
と
し
て
、「
私
」
が
ノ
オ
ト
に
書
き
記
し
て
い
る
コ
ト
バ
を
紹
介
す
る
と
い
う
小
説
だ
。「
詩
人
」
で
あ
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る
「
私
」
が
ノ
オ
ト
に
書
き
つ
け
た
コ
ト
バ
と
し
て
、「
窓
外
、
庭
ノ
黒
土
ヲ
バ
サ
バ
サ
這
ヒ
ズ
リ
マ
ハ
ツ
テ
ヰ
ル
醜
キ
秋
ノ
蝶
ヲ
見

ル
」
が
紹
介
さ
れ
る
。

太
宰
文
学
を
通
時
的
に
検
討
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
後
、
小
説
の
着
想
や
言
葉
と
重
ね
ら
れ
る
蝶
の
群
飛
は
姿
を
消
す
。
た
だ
し
、
か

な
り
類
似
す
る
働
き
を
感
じ
る
も
の
と
し
て
、
蛍
の
青
白
い
光
が
現
れ
る
。
例
え
ば
、「
雪
の
夜
の
話
」
を
引
用
し
て
み
よ
う
。

溜
息
を
つ
い
て
傘
を
持
ち
直
し
、
暗
い
夜
空
を
見
上
げ
た
ら
、
雪
が
百
万
の
蛍
の
や
う
に
乱
れ
狂
つ
て
舞
つ
て
ゐ
ま
し
た
。
き

れ
い
だ
な
あ
、
と
思
ひ
ま
し
た
。
道
の
両
側
の
樹
々
は
、
雪
を
か
ぶ
つ
て
重
さ
う
に
枝
を
垂
れ
時
々
た
め
い
き
を
つ
く
や
う
に
幽

か
に
身
動
き
を
し
て
、
ま
る
で
、
な
ん
だ
か
、
お
と
ぎ
ば
な
し
の
世
界
に
ゐ
る
や
う
な
気
持
に
な
つ
て
私
は
、
ス
ル
メ
の
事
を
わ

す
れ
ま
し
た
。
は
つ
と
妙
案
が
胸
に
浮
び
ま
し
た
。
こ
の
美
し
い
雪
景
色
を
、
お
嫂
さ
ん
に
持
つ
て
行
つ
て
あ
げ
よ
う
。

こ
の
場
面
で
は
、
雪
が
百
万
の
蛍
の
よ
う
に
舞
い
、「
私
」
の
周
囲
は
「
お
と
ぎ
ば
な
し
の
世
界
」
と
化
す
（
27
）。
同
様
な
青
い
光

は
「
富
獄
百
景
」（『
文
体
』
一
九
三
九
・
二
〜
三
）
に
も
、「
富
士
が
、
よ
か
っ
た
。
月
光
を
受
け
て
、
青
く
透
き
と
ほ
る
や
う
で
、

私
は
、
狐
に
化
か
さ
れ
て
ゐ
る
や
う
な
気
が
し
た
。
富
士
が
、
し
た
た
る
や
う
に
青
い
の
だ
。
燐
が
燃
え
て
ゐ
る
や
う
な
感
じ
だ
っ
た
。

鬼
火
。
狐
火
。
ほ
た
る
。
す
す
き
。
葛
の
葉
。
私
は
、
足
の
な
い
や
う
な
気
持
で
、
夜
道
を
、
ま
つ
す
ぐ
に
歩
い
た
」「
そ
つ
と
、
振

り
む
く
と
、
富
士
が
あ
る
。
青
く
燃
え
て
空
に
浮
ん
で
ゐ
る
。
私
は
溜
息
を
つ
く
。」「
興
あ
る
ロ
マ
ン
ス
だ
と
思
つ
た
」
と
登
場
す
る
。

こ
の
よ
う
な
青
白
い
光
の
最
た
る
も
の
が
、
燐
光
の
意
味
を
有
す
る
「
フ
ォ
ス
フ
ォ
レ
ッ
セ
ン
ス
」（『
日
本
小
説
』
一
九
四
七
・
七
）

と
も
考
え
ら
れ
る
（
28
）。「
め
く
ら
草
紙
」
で
は
、
ま
っ
た
く
雪
が
降
り
や
ん
で
し
ま
い
、
石
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
か
の
よ
う
と
書
か

れ
て
い
た
の
に
対
し
、「
雪
の
夜
の
話
」
で
は
雪
は
乱
れ
狂
っ
て
舞
い
、
石
ひ
と
つ
見
つ
け
ら
れ
な
い
と
あ
る
の
も
対
照
的
だ
。

で
は
、
太
宰
文
学
に
〈
蝶
〉
の
役
割
は
こ
こ
で
途
絶
え
る
の
か
と
い
え
ば
、
そ
う
で
は
な
い
。
太
宰
文
学
に
お
け
る
〈
蝶
〉
の
考
察
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を
深
め
る
た
め
に
、
同
じ
チ
ョ
ウ
（
鱗
翅
）
目
に
属
し
、
フ
ラ
ン
ス
語
圏
や
ド
イ
ツ
語
圏
な
ど
の
よ
う
に
両
者
を
区
別
し
な
い
文
化
も

存
在
す
る
〈
蛾
〉
を
確
認
し
て
お
き
た
い
（
29
）。

蛾
は
、「
喝
采
」（『
若
草
』
一
九
三
六
・
一
〇
）
で
蝙
蝠
を
「
歯
の
あ
る
蛾
」
と
す
る
箇
所
、「
女
の
決
闘
」（『
月
刊
文
章
』
一
九
四

〇
・
一
〜
六
）
で
電
燈
に
留
ま
る
箇
所
、「「
パ
ン
ド
ラ
の
匣
」（『
河
北
新
聞
』
一
九
四
五
・
一
〇
・
二
〇
〜
一
九
四
六
・
一
・
七
）
に

「
蛾
が
灯
火
を
慕
つ
て
飛
ん
で
来
る
や
う
に
、
人
間
も
ま
た
…
」
と
の
比
喩
表
現
、
そ
し
て
、「
お
さ
ん
」（『
改
造
』
一
九
四
七
・
一

〇
）
に
「
蛾
の
形
を
し
た
痣
」
と
し
て
登
場
す
る
。
特
に
「
お
さ
ん
」
に
登
場
す
る
「
蛾
」
は
修
辞
の
域
を
こ
え
て
い
る
。「
お
さ
ん
」

の
題
名
は
近
松
門
左
衛
門
の
「
心
中
天
の
網
島
」
か
ら
と
ら
れ
て
お
り
、
夫
が
自
分
で
は
な
い
女
性
と
心
中
す
る
妻
の
物
語
だ
。

「
お
さ
ん
」
で
は
、
す
で
に
冒
頭
で
、
魂
が
抜
け
た
よ
う
に
ふ
わ
ふ
わ
と
生
垣
の
上
を
移
動
し
て
い
く
男
の
姿
が
示
さ
れ
る
。
あ
る

日
、「
私
」
は
夫
の
顎
の
下
に
、
む
ら
さ
き
色
の
蛾
が
一
匹
へ
ば
り
つ
い
て
い
る
の
を
目
撃
す
る
。
そ
れ
は
蛾
で
は
な
か
っ
た
。
蛾
の

形
の
痣
だ
っ
た
。
既
に
魂
の
抜
け
て
い
た
は
ず
の
肉
体
に
生
々
し
さ
を
刻
印
し
、
死
ん
で
い
る
か
の
よ
う
な
肉
体
の
生
を
示
す
と
同
時

に
、
逆
説
的
に
肉
体
の
死
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
る
。「
フ
ォ
ス
フ
ォ
レ
ッ
ス
セ
ン
ス
」
で
は
、
死
ん
で
い
る
夫
の
魂
と
言
葉
と
が
連
関

し
て
い
た
が
、「
お
さ
ん
」
で
は
生
き
て
い
る
夫
の
肉
体
の
生
々
し
さ
が
浮
か
び
あ
が
り
、
そ
の
生
々
し
い
肉
体
が
死
に
引
き
ず
り
込

ま
れ
る
不
気
味
な
力
を
感
じ
さ
せ
る
。
そ
れ
が
〈
紫
の
蛾
の
形
の
痣
〉
だ
。
つ
ま
り
、
生
と
死
の
結
束
点
に
〈
蛾
〉
が
と
ま
っ
て
い
る

と
言
い
得
る
（
30
）。

芥
川
龍
之
介
は
「
軍
艦
金
剛
航
海
記
」
で
砲
身
に
一
つ
と
ま
っ
て
い
る
蝶
の
姿
を
写
す
こ
と
に
よ
り
、
詩
の
磁
場
を
生
成
し
た
。
だ

が
、
佐
藤
春
夫
の
詩
で
は
戦
線
で
爆
風
に
吹
っ
飛
ん
で
し
ま
う
。
そ
の
〈
蝶
〉
は
爆
風
に
あ
っ
て
ど
う
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

韃
靼
海
峡
を
飛
ん
で
い
っ
た
の
か
、
毟
り
取
っ
た
羽
根
を
ヨ
ッ
ト
の
帆
の
よ
う
に
高
々
と
運
ぶ
蟻
に
の
こ
さ
れ
た
無
残
な
死
骸
と
な
っ

た
の
か
。
戦
後
に
久
世
光
彦
は
「
そ
の
蝶
は
、
二
匹
と
も
私
の
も
の
に
は
な
ら
な
か
っ
た
。
一
匹
は
、
韃
靼
海
峡
を
越
え
て
行
っ
た
か
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ら
。
も
う
一
匹
は
、
死
ん
で
い
た
か
ら
―
―
。」（
31
）と
書
く
。「
私
の
蝶
は
、
去
っ
て
い
く
蝶
か
、
さ
も
な
く
ば
死
骸
の
蝶
で
あ
る
」

と
。
そ
の
作
品
『
蝶
と
ヒ
ッ
ト
ラ
ー
』
で
、
区
画
整
理
さ
れ
て
き
れ
い
に
消
え
て
し
ま
い
、
何
が
あ
っ
た
か
も
思
い
出
せ
な
い
よ
う
な
、

曖
昧
な
記
憶
に
組
み
入
れ
ら
れ
る
「
影
絵
の
町
」
に
過
去
と
現
在
が
交
錯
す
る
、
ま
ど
ろ
み
の
よ
う
な
店
を
訪
ね
歩
く
。
吹
っ
飛
ば
さ

れ
た
蝶
を
手
中
に
収
め
ら
れ
な
か
っ
た
久
世
光
彦
は
戦
後
に
〈
蝶
の
影
〉
を
、
現
実
と
幻
想
の
あ
わ
い
に
追
っ
て
ゆ
く
。
芥
川
が
写
し

た
蝶
は
永
久
に
失
わ
れ
て
し
ま
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
も
し
か
し
た
ら
太
宰
治
は
、
芥
川
龍
之
介
の
〈
蝶
〉
を
か
ろ
う
じ
て
生
き
た
ま
ま

手
に
し
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
少
な
く
と
も
目
に
し
て
、
作
品
に
取
り
込
ん
で
い
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
文
学
の
〈
蝶
〉
を
辿
る
こ

と
に
よ
り
、
新
た
な
地
平
を
拓
く
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
更
な
る
可
能
性
を
信
じ
て
、
今
後
も
文
学
に
お
け
る〈
蝶
〉

を
追
い
続
け
て
い
き
た
い
。

註1

V
ladim

irN
abokov

「
良
き
読
者
と
良
き
作
家
」（『
ナ
ボ
コ
フ
の
文
学
講
義
』
野
島
秀
勝
訳
、
河
出
文
庫
、
二
〇
一
三
）。
な
お
『
道
化
師
を
ご
ら
ん
！
』

（
立
風
書
房
、
一
九
七
四
）
に
は
妻
ヴ
ェ
ラ
に
宛
て
た
献
辞
の
ス
ケ
ッ
チ
に
ア
ル
ル
カ
ン
の
蝶
が
描
か
れ
て
い
る
。
こ
の
蝶
は
、
円
城
塔
『
道
化
師
の
蝶
』

（
講
談
社
、
二
〇
一
二
）
の
モ
チ
ー
フ
と
し
て
示
唆
さ
れ
て
い
る
。

2
『
時
事
新
報
』
一
九
一
七
年
七
月
二
五
日
〜
二
九
日
に
連
載
さ
れ
た
。

3

日
本
海
軍
が
イ
ギ
リ
ス
に
発
注
し
た
軍
艦
。
一
九
一
二
年
に
完
成
。

4

篠
崎
礒
次
「
白
浜
の
恩
師
」（『
五
十
六
期
々
会
会
報
』
26
、
一
九
二
七
・
一
〇
）
や
諏
訪
三
郎
「
敗
戦
教
官
芥
川
龍
之
介
」（『
中
央
公
論
』
一
九
五
三
・

三
）
な
ど
に
拠
る
。

5

塚
本
章
子
「
芥
川
龍
之
介
「
軍
艦
金
剛
航
海
記
」
論
―
第
一
次
世
界
大
戦
と
軍
備
拡
張
の
時
代
の
中
で
―
」（『
国
文
学
攷
』
二
〇
一
五
・
三
）。

6
『
海
上
生
活
』（
科
外
教
育
叢
書
刊
行
会
、
一
九
一
七
）、
大
連
海
務
協
会
『
聯
合
艦
隊
学
生
便
乗
見
学
記
念
誌
』（
一
九
二
五
）
な
ど
参
照
。

7

註
5
に
同
じ
。

8

土
井
晩
翠
『
天
地
有
情
』
は
「
星
落
秋
風
五
丈
原
」
で
孔
明
の
、「
馬
前
の
夢
」
で
ナ
ポ
レ
オ
ン
一
世
の
嘆
き
を
う
た
っ
た
一
書
で
あ
り
、
当
時
の
青
年
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た
ち
の
心
を
掴
ん
で
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
と
な
っ
た
詩
集
で
あ
る
。

9

ジ
ョ
ン
・
ミ
ル
ト
ン
『
パ
ラ
ダ
イ
ス
・
ロ
ス
ト
』（Paradaise

Lost

一
六
六
七
）。
こ
こ
で
は
『
失
楽
園
』（
帆
足
理
一
郎
訳
、
新
生
堂
、
一
九
二
六
）

か
ら
引
用
し
た
。

10
「
勇
敢
な
る
水
兵
」『
教
科
適
用
大
捷
軍
歌
第
三
篇
』（
十
字
屋
書
店
、
一
八
九
五
）。
一
八
九
四
年
九
月
一
七
日
の
黄
海
（
鴨
緑
江
）
開
戦
時
、
松
島
艦
に

て
三
等
水
兵
三
浦
虎
次
郎
（
一
九
歳
）
が
戦
死
す
る
。『
読
売
新
聞
』
一
八
九
四
年
九
月
三
〇
日
「
◎
向
山
松
島
号
副
艦
長
の
談
話
」
が
掲
載
、『
時
事
新
報
』

同
一
〇
月
六
日
「
◎
海
軍
水
兵
の
勇
敢
」
が
掲
載
さ
れ
、
佐
々
木
信
綱
に
よ
り
「
勇
敢
な
る
水
兵
」（
作
曲
、
奥
好
義
）
と
し
て
作
詞
さ
れ
た
。
一
、
煙
も

見
え
ず
雲
も
な
く
風
も
起
こ
ら
ず
浪
立
た
ず
鏡
の
ご
と
き
黄
海
は
曇
り
そ
め
た
り
時
の
間
に
／
二
、
空
に
知
ら
れ
ぬ
雷
か
浪
に
き
ら
め
く
稲
妻
か
煙
は
空
を

立
ち
こ
め
て
天
つ
日
影
も
色
暗
し
／
三
、
戦
い
今
か
た
け
な
わ
に
務
め
尽
せ
る
ま
す
ら
お
の
尊
き
血
も
て
甲
板
は
か
ら
紅
に
飾
ら
れ
つ
／
四
、
弾
丸
の
く
だ

け
の
飛
び
散
り
て
数
多
の
傷
を
身
に
負
え
ど
そ
の
玉
の
緒
を
勇
気
も
て
繋
ぎ
留
め
た
る
水
兵
は
／
五
、
間
近
く
立
て
る
副
長
を
痛
む
ま
な
こ
に
見
と
め
け
ん

彼
は
叫
び
ぬ
声
高
に「
ま
だ
沈
ま
ず
や
定
遠
は
」／
六
、
副
長
の
眼
は
う
る
お
え
り
さ
れ
ど
も
声
は
勇
ま
し
く「
心
安
か
れ
定
遠
は
戦
い
難
く
な
し
は
て
ぬ
」

／
七
、
聞
き
え
し
彼
は
嬉
し
げ
に
最
後
の
微
笑
を
も
ら
し
つ
つ
「
い
か
で
仇
を
討
ち
て
よ
」
と
い
う
ほ
ど
も
な
く
息
絶
え
ぬ
／
八
、「
ま
だ
沈
ま
ず
や
定
遠

は
」
そ
の
言
の
葉
は
短
か
き
も
皇
国
（
み
く
に
）
を
守
る
国
民
の
心
に
永
く
し
る
さ
れ
ん
」。

11

エ
チ
エ
ン
ヌ
・
ド
・
セ
ナ
ン
ク
ー
ル
『
オ
ー
ベ
ル
マ
ン
』（O

berm
ann

一
八
〇
四

市
原
豊
太
訳

岩
波
文
庫
、
上
巻
一
九
四
〇
、
下
巻
一
九
五
九
）

は
、「
一
人
の
不
幸
な
青
年
が
親
友
に
あ
て
て
一
〇
年
に
わ
た
っ
て
書
い
た
約
一
〇
〇
通
の
書
簡
」「
著
者
の
二
〇
歳
か
ら
三
〇
歳
に
至
る
精
神
的
自
伝
」「
ア

ル
プ
ス
の
山
々
や
パ
リ
近
郊
の
フ
ァ
オ
テ
ー
ヌ
ブ
ロ
ー
の
森
林
の
自
然
に
、
ル
ソ
ー
の
影
響
を
受
け
た
主
人
公
の
魂
は
高
揚
す
る
。
し
か
し
感
じ
や
す
く
傷

つ
き
や
す
い
彼
は
人
間
の
あ
ら
ゆ
る
快
楽
と
幸
福
の
む
な
し
さ
を
つ
ね
に
感
じ
、
意
欲
の
挫
折
に
苦
し
む
、
い
わ
ゆ
る「
世
紀
末
的
病
弊
マ
ル
・
ド
・
シ
ェ
ー

ク
ル
」
の
患
者
で
あ
る
」（
市
原
豊
太
『
世
界
文
学
小
辞
典
』
新
潮
社
、
一
九
六
六
）
と
あ
る
。

12

田
山
花
袋
『
東
京
三
十
年
』（
博
文
館
、
一
九
一
七
）。
ま
た
、
菊
池
寛
「
話
の
屑
籠
」（『
文
藝
春
秋
』
一
九
四
二
・
四
）
に
は
、「
明
治
時
代
の
歌
謡
と

い
え
ば
、
佐
々
木
信
綱
博
士
に
「
あ
な
う
れ
し
よ
ろ
こ
ば
し
」
と
か
「
煙
も
見
え
ず
雲
も
な
く
」
な
ど
は
、
今
で
も
我
々
の
胸
に
、
は
つ
き
り
と
残
つ
て
ゐ

る
。
…
略
…
「
事
実
は
小
説
よ
り
も
奇
な
り
」
と
い
う
が
、
深
刻
に
し
て
重
大
な
る
事
実
は
、
あ
ら
ゆ
る
歌
謡
な
ど
吹
き
飛
ば
し
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
か
。

詩
歌
人
が
、
個
人
個
人
の
感
激
を
託
す
る
の
は
よ
い
が
、
こ
の
国
民
に
大
感
激
を
後
世
に
伝
え
る
に
は
足
り
な
い
や
う
で
あ
る
」
と
あ
る
。

13
『
天
地
有
情
』
に
つ
い
て
は
「
負
け
い
く
さ
と
知
り
つ
つ
そ
れ
で
も
な
お
戦
闘
に
赴
き
玉
砕
し
て
ゆ
く
悲
劇
的
ロ
マ
ン
テ
ィ
シ
ズ
ム
」「
愛
国
心
高
揚
の
歌

謡
装
置
」（
松
浦
寿
輝
『
明
治
の
表
象
空
間
』
新
潮
社
、
二
〇
一
四
）
が
読
ま
れ
る
。『
オ
ー
ベ
ル
マ
ン
』
の
翻
訳
状
況
な
ど
か
ら
も
一
考
さ
れ
る
べ
き
問
題
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が
あ
り
、
別
稿
に
期
し
た
い
。

14

山
梨
県
立
文
学
館
編
『
芥
川
龍
之
介
資
料
集
1
図
版
』（
一
九
九
三
）。
軍
艦
出
航
時
に
あ
た
る
部
分
に
書
か
れ
て
い
る
。

15

金
剛
の
鑑
名
は
地
名
に
拠
る
が
、
こ
こ
に
は
鉄
塊
や
集
団
に
象
徴
さ
れ
た
全
体
主
義
に
対
す
る
個
の
寛
ぎ
が
確
か
に
感
取
さ
れ
る
。
由
来
は
渡
辺
章
悟『
金

剛
般
若
経
の
研
究
』（
山
喜
房
佛
書
林
、
二
〇
〇
九
）
を
参
照
。
詩
と
全
体
主
義
に
つ
い
て
は
構
大
樹
「
徴
用
さ
れ
た
宮
沢
賢
治
」（『
日
本
近
代
文
学
』
92
、

二
〇
一
五
）
な
ど
に
詳
し
い
。

16

初
出
に
関
し
て
は
野
本
聰
氏
に
よ
り
ご
教
示
い
た
だ
い
た
。

17

小
澤
純
氏
に
よ
り
ご
教
示
い
た
だ
い
た
。
な
お
、
初
出
（『
新
日
本
』
一
九
三
八
・
二
）
に
は
「
従
軍
に
当
つ
て
朝
日
新
聞
は
自
分
に
属
し
て
詩
を
以
て

す
る
戦
線
の
ル
ポ
ル
タ
ー
ジ
ュ
を
求
め
た
。
し
か
し
ニ
ュ
ス
バ
リ
ユ
ー
あ
る
も
の
を
と
い
ふ
の
で
あ
つ
た
が
、
生
憎
と
自
分
に
は
そ
の
神
経
が
な
い
の
で
終

に
送
ら
ざ
る
に
如
か
ず
と
決
し
た
。
し
か
し
余
が
前
線
の
手
帖
は
そ
の
見
聞
と
偶
感
と
を
詩
に
似
た
形
で
一
頁
に
埋
め
て
ゐ
た
。
と
り
あ
つ
め
て
見
る
と
、

見
聞
の
叙
事
、
さ
さ
や
か
な
体
験
に
よ
る
心
理
抒
情
、
艦
内
日
常
生
活
な
ど
こ
れ
は
「
戦
場
に
送
ら
れ
た
詩
人
」
と
も
い
ふ
べ
き
も
の
ら
し
い
が
仮
に
従
軍

詩
集
と
題
し
て
そ
の
大
部
分
を
本
誌
に
寄
せ
た
。」
と
あ
る
。「
は
し
が
き
」
の
内
容
に
関
し
て
は
、『
ダ
ヌ
ン
チ
オ
回
顧
録
』「
戦
争
は
決
し
て
、
そ
の
頃
或

人
々
が
洩
し
た
や
う
に
繊
弱
な
耽
美
主
義
者
の
た
め
の
新
し
い
興
奮
で
は
な
か
つ
た
。
あ
ら
ゆ
る
詩
人
の
究
極
理
想
―
―
「
生
」
を
最
高
の
「
藝
術
」
に
変

へ
う
る
術
―
―
は
戦
争
に
よ
つ
て
こ
そ
果
し
得
る
。
―
―
ア
ラ
ン
デ
ル
・
デ
ル
・
レ
ー
「
の
つ
て
ゔ
え
ね
ち
あ
な
」
―
―
」（『
の
つ
て
・
う
え
ね
ち
あ
な
』

島
田
謹
二
訳
、
日
孝
山
房
、
一
九
三
八
）
と
の
関
わ
り
を
示
唆
し
て
お
き
た
い
。

18

本
作
が
題
名
の
示
す
通
り
、
時
間
が
逆
行
し
て
い
る
点
は
興
味
深
い
。
中
原
中
也
の
「
一
つ
の
メ
ル
ヘ
ン
」
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
死
か
ら
生
へ
と
時
間

が
逆
行
す
る
こ
と
を
蝶
が
示
す
場
合
が
あ
る
か
ら
だ
。「
一
つ
の
メ
ル
ヘ
ン
」
な
ど
に
つ
い
て
は
、
野
本
聰
「
道
化
と
蝶
の
影
と
―
―
交
差
す
る
イ
メ
ー
ジ
、

三
岸
好
太
郎
、
安
西
冬
衛
、
中
原
中
也
―
―
」（『
二
松
学
舎
大
学
論
集
』
62
、
二
〇
一
九
・
三
）
な
ど
に
詳
し
い
。
蝶
（
の
影
）
が
重
要
な
役
割
を
担
う
作

品
、
小
川
洋
子
「
偶
然
の
祝
福
」（
角
川
書
店
、
二
〇
〇
〇
）
で
も
、
小
説
の
生
成
に
か
か
わ
る
〈
蝶
〉
が
登
場
し
、
別
れ
か
ら
出
会
い
、
死
か
ら
生
へ
と

逆
行
す
る
時
間
軸
も
あ
る
。

19

着
想
で
あ
る
蝶
を
捕
虫
網
で
捕
ま
え
る
こ
と
と
、
小
説
の
創
作
と
が
重
ね
ら
れ
る
点
は
、
註
1
に
あ
る
円
城
塔
『
道
化
師
の
蝶
』
と
軌
を
一
に
す
る
。

20

二
〇
一
九
年
に
公
開
さ
れ
た
蜷
川
実
花
監
督
「
人
間
失
格

太
宰
治
と
3
人
の
女
た
ち
」
に
は
、
太
宰
治
に
扮
す
る
小
栗
旬
が
創
作
し
て
い
る
際
に
原
稿

が
蛾
／
蝶
の
よ
う
に
次
々
と
飛
ん
で
い
く
場
面
が
あ
る
。
本
映
画
で
描
か
れ
る
の
は
太
宰
治
の
人
生
で
い
え
ば
晩
年
期
で
あ
り
、
本
書
と
は
考
え
を
異
に
す

る
が
、
小
説
の
着
想
と
蝶
を
重
ね
る
部
分
は
考
え
さ
せ
ら
れ
る
。
作
品
や
欲
望
と
の
関
わ
り
で
は
、
中
村
文
則
「
去
年
の
冬
、
き
み
と
別
れ
」（
幻
冬
舎
、
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二
〇
一
三
）
及
び
、
瀧
本
智
行
監
督
に
よ
る
映
画
化
と
も
比
較
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
別
稿
に
期
す
。

21

中
国
に
お
い
て
蝶
は
夫
婦
円
満
の
象
徴
と
も
言
わ
れ
る
。
漢
詩
の
な
か
の
蝶
に
つ
い
て
は
、
後
藤
秋
正「
杜
甫
と
蝶
」（『
北
海
道
大
学
紀
要（
人
文
科
学
・

社
会
科
学
編
）』
62
巻
1
号
、
二
〇
一
一
・
八
）、
大
山
岩
根
「
李
商
隠
に
見
え
る
蝶
の
諸
相
」（『
集
刊
東
洋
學
』
105
、
二
〇
一
一
・
六
）、
大
山
岩
根
「
李

商
隠
の
愛
情
詩
に
見
え
る
蝶
」（『
東
北
大
学
中
国
論
集
』
16
、
二
〇
一
一
・
一
一
）
な
ど
に
も
詳
し
い
。
蝶
の
中
国
風
な
修
辞
と
平
安
文
学
と
の
関
わ
り
に

つ
い
て
は
、
高
橋
文
二
「
異
文
化
と
し
て
の
「
蝶
」
―
平
安
朝
文
学
史
の
一
隅
―
」（『
駒
沢
国
文
』
25
、
一
九
八
八
・
二
）
な
ど
に
も
詳
し
い
。

22

井
原
あ
や
「
閉
ざ
さ
れ
た
声
―
朗
読
文
学
と
し
て
の
「
東
京
だ
よ
り
」」（『
太
宰
治
ス
タ
デ
ォ
ー
ズ
』
6
、
二
〇
一
六
・
六
）。

23

太
宰
文
学
に
お
け
る
芸
術
―
色
―
音
を
考
え
る
う
え
で
も
、「
緑
」
と
い
う
色
彩
は
見
逃
せ
な
い
。「
葉
桜
と
魔
笛
」（『
若
草
』
一
九
三
九
・
六
）
を
例
と

す
る
な
ら
ば
、
こ
の
姉
妹
の
話
で
は
、
葉
桜
と
い
う
緑
と
魔
笛
の
音
と
の
対
比
が
題
名
に
よ
っ
て
示
唆
さ
れ
、
腎
臓
が
「
蟲
食
」
わ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
妹

の
手
紙
は
「
緑
の
リ
ボ
ン
」
で
結
ば
れ
。
そ
こ
に
つ
づ
ら
れ
た
言
葉
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
た
「
魔
笛
」
は
、「
葉
桜
の
奥
か
ら
聞
こ
え
て
来
る
」。
ま
た
、

「
十
五
年
間
」（『
文
化
展
望
』
一
九
四
六
・
四
）
で
紹
介
さ
れ
て
い
る
「
芸
術
家
」
と
題
す
る
絵
に
は
、「
葉
の
繁
つ
た
太
い
樹
木
」
の
「
陰
に
か
ら
だ
を

か
く
し
て
小
さ
い
笛
を
吹
い
て
ゐ
る
ま
こ
と
に
ど
う
も
汚
ら
し
い
へ
ん
な
生
き
物
」が
描
か
れ
て
い
る
と
す
る
。
こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
、
拙
稿（
大
國
眞
希
）

「
太
宰
作
品
に
見
ら
れ
る
音
色
の
種
類
」（『
太
宰
治
ス
タ
デ
ォ
ー
ズ
』
6
、
二
〇
一
六
・
六
）
で
も
少
し
触
れ
て
い
る
。

24

小
泉
八
雲
「
蝶
」（kw

aidan
1904

こ
こ
で
の
引
用
は
『
蝶
の
幻
想
』
築
地
書
館
、
一
九
八
八
に
よ
る
）
に
は
、「
平
将
門
が
、
か
の
有
名
な
謀
反
を
ひ

そ
か
に
企
て
て
い
た
と
き
に
、
お
び
た
だ
し
い
数
の
蝶
の
群
れ
が
京
都
に
現
れ
た
の
で
、
時
の
人
は
、
こ
れ
は
凶
事
の
前
兆
だ
と
考
え
て
、
た
い
へ
ん
恐
れ

お
の
の
い
た
。
…
…
お
そ
ら
く
、
そ
の
と
き
の
蝶
は
、
戦
場
で
死
ぬ
運
命
で
あ
っ
た
兵
士
た
ち
が
、
戦
い
を
前
に
し
て
、
何
か
不
思
議
な
死
の
予
感
に
お
そ

れ
、
心
に
動
揺
を
覚
え
た
、
そ
の
幾
千
の
人
び
と
の
魂
で
あ
る
と
思
わ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
」
と
あ
る
。
本
稿
の
一
章
に
お
い
て
戦
争
に
関
す
る
詩
に
つ
い
て

触
れ
て
い
る
が
、
内
田
博
も「
昭
和
一
七
年
一
月
」と
記
さ
れ
た
詩「
蝶
」（「
そ
の
黄
色
い
蝶
は
／
ふ
い
に
私
の
夢
の
青
空
に
舞
ひ
あ
が
る
／
風
そ
の
も
の
ゝ

よ
う
に
舞
ひ
あ
が
る
」（
中
略
）「
そ
れ
は
嵐
の
や
う
に
舞
い
あ
が
る
／
信
じ
よ
／
信
じ
よ
／
素
朴
に
ひ
と
つ
の
こ
と
を
信
じ
よ
」）
を
発
表
し
て
い
る
（
第

二
期
『
九
州
文
学
』
一
九
四
二
・
四
）。
こ
れ
ら
の
〈
蝶
〉
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
（
大
國
眞
希
）「
昔
日
の
北
京
に
留
ま
る
〈
蝶
〉
の
影
を
求
め
て
」（『
日
本

近
代
知
識
人
が
見
た
北
京
』
三
恵
社
、
二
〇
二
〇
）
で
も
少
し
触
れ
て
い
る
。

25

生
物
と
し
て
の
蝶
で
は
な
く
人
名
に
含
ま
れ
る
蝶
と
し
て
は
、
蘭
蝶
の
ほ
か
に
「
も
の
思
ふ
葦
（
三
）」（『
日
本
浪
曼
派
』
一
九
三
五
・
一
一
）
に
一
葉

と
孤
蝶
が
登
場
す
る
。

26

ヴ
ァ
イ
オ
リ
ン
の
入
っ
て
い
な
い
ヴ
ァ
イ
オ
リ
ン
ケ
ー
ス
に
つ
い
て
触
れ
た
先
行
研
究
に
は
、
藤
原
耕
作
「
貨
幣
と
し
て
の
「
私
」－

太
宰
治
「
断
崖
の
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錯
覚
」
を
中
心
に
」（「
日
本
文
学
」
558
、
一
九
九
九
・
一
二
）
な
ど
が
あ
る
。

27
「
雪
の
夜
の
話
」
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
（
安
藤
公
美
、
遠
藤
祐
、
嶌
田
明
子
、
大
國
眞
希
）「
太
宰
治
「
雪
の
夜
の
話
」
を
読
む
」（『
キ
リ
ス
ト
教
文
学
研

究
』
28
、
二
〇
一
一
）
も
参
照
さ
れ
た
い
。

28
「
フ
ォ
ス
フ
ォ
レ
ッ
ス
セ
ン
ス
」
に
つ
い
て
は
、
拙
著
（
大
國
眞
希
）『
虹
と
水
平
線
』（
お
う
ふ
う
、
二
〇
〇
九
）
も
参
照
さ
れ
た
い
。

29

作
品
内
に
登
場
す
る
「
蝶
」
を
「
蛾
」
の
変
奏
と
し
て
共
に
注
意
す
る
こ
と
で
、
読
み
を
深
め
ら
れ
る
作
品
と
し
て
、
川
端
康
成
の
『
雪
国
』（
岩
波
文

庫
、
一
九
五
二
）
が
あ
る
。
本
作
で
は
「
蝶
は
も
つ
れ
合
い
な
が
ら
、
や
が
て
国
境
の
山
よ
り
高
く
、
黄
色
が
白
く
な
っ
て
ゆ
く
に
つ
れ
て
、
は
る
か
だ
っ

た
。」
と
蝶
が
登
場
す
る
。
蝶
の
描
写
は
こ
の
一
文
の
み
だ
が
（
葉
子
が
歌
う
歌
の
歌
詞
に
「
蝶
々
と
ん
ぼ
や
き
り
ぎ
り
す
」
と
あ
る
の
は
除
く
。
こ
の
俗

謡
に
つ
い
て
は
田
村
嘉
勝
「「
雪
国
」
に
お
け
る
俗
謡
」（『
江
古
田
文
学
』
42
、
一
九
九
九
）
に
詳
し
い
。）、
蚕
と
蛾
と
が
散
見
し
、
輻
輳
的
に
描
か
れ
る
。

駒
子
は
「
蚕
の
よ
う
に
」「
透
明
な
か
ら
だ
で
こ
こ
に
住
ん
で
い
る
」
と
形
容
さ
れ
、「
蛾
」
は
卵
を
産
み
付
け
、
網
戸
に
と
ま
り
、
月
明
か
り
に
浮
か
ぶ
。

「
金
網
に
い
つ
ま
で
も
と
ま
っ
て
い
る
と
思
う
と
、
そ
れ
は
死
ん
で
い
て
、
枯
れ
葉
の
よ
う
に
散
っ
て
い
く
」。
そ
れ
を
扱
う
指
先
の
感
覚
な
ど
も
含
め
て
、

〈
蝶
〉
お
よ
び
〈
蛾
〉
は
こ
の
作
品
を
豊
か
な
も
の
に
し
て
い
る
。
指
先
の
感
覚
と
〈
蝶
〉、
そ
し
て
言
葉
と
の
関
わ
り
で
論
じ
る
な
ら
ば
、
小
川
洋
子
「
バ

タ
フ
ラ
イ
和
文
タ
イ
プ
事
務
所
」（『
海
』
新
潮
社
、
二
〇
〇
六
）
も
忘
れ
が
た
い
。
本
作
は
、
和
文
タ
イ
プ
を
請
け
負
う
事
務
所
が
舞
台
と
な
っ
て
お
り
、

名
の
由
来
は
、「
レ
バ
ー
を
握
り
、
広
い
活
字
盤
の
中
か
ら
文
字
を
探
す
手
の
動
き
が
、
花
の
蜜
を
求
め
て
飛
ぶ
蝶
の
よ
う
に
」
見
え
る
か
ら
だ
と
い
う
。

そ
こ
で
働
く
「
私
」
は
「
活
字
管
理
人
」
と
出
会
い
、
活
字
と
、
活
字
を
探
し
あ
て
る
指
を
通
じ
た
関
係
が
描
か
れ
る
。
ま
た
、「
雪
国
」
で
は
、
島
村
は

「
透
き
通
る
」「
女
の
指
の
ほ
ど
」
の
翅
を
も
つ
蛾
を
「
指
で
は
じ
」
き
、「
手
に
取
っ
て
み
て
は
、
な
ぜ
こ
ん
な
に
美
し
く
で
き
て
い
る
の
だ
ろ
う
」
と
飽

か
ず
に
眺
め
る
。
一
方
で
葉
子
は
泣
き
じ
ゃ
く
り
な
が
ら
蛾
を
殺
す
。〈
蛾
〉
の
形
象
を
捉
え
る
と
、
結
末
で
燃
え
る
繭
倉
と
そ
こ
か
ら
葉
子
が
落
ち
る
結

末
の
印
象
も
更
に
強
ま
る
。

30
「
女
の
決
闘
」
の
瓦
斯
燈
に
ピ
ン
で
留
め
ら
れ
た
よ
う
に
つ
い
て
い
る
「
大
き
な
蛾
」
は
、「
お
さ
ん
」
ほ
ど
鮮
烈
で
は
な
い
が
、
メ
タ
的
な
空
間
を
仄
め

か
す
と
も
い
え
る
だ
ろ
う
。
ま
た
「
喝
采
」
で
、
鳥
で
も
獣
で
も
な
い
蝙
蝠
を
「
蛾
」
と
呼
ん
で
い
る
こ
と
も
興
味
深
い
。
蝶
そ
の
も
の
で
は
な
く
、
蝶
の

形
を
し
た
痣
が
、
物
語
の
生
成
と
深
く
関
わ
る
作
品
と
し
て
、
小
川
洋
子
の
『
偶
然
の
祝
福
』（
前
褐
）
を
挙
げ
て
お
き
た
い
。
本
作
中
の
「
時
計
工
場
」

に
は
、
首
筋
に
蝶
の
形
を
し
た
痣
を
も
つ
老
人
が
現
れ
る
。「
私
」
は
小
説
を
書
い
て
お
り
、「
長
編
小
説
を
書
い
て
い
る
と
き
」
に
「
自
分
が
時
計
工
場
に

い
る
よ
う
な
錯
覚
に
お
ち
い
る
」。
こ
の
錯
覚
が
、
題
名
の
由
来
だ
。
そ
し
て
、
そ
こ
で
は
（
以
前
は
痣
で
あ
っ
た
は
ず
の
）
首
筋
の
蝶
が
老
人
の
体
液
を

吸
い
取
る
。
一
方
で
「
私
」
が
飼
っ
て
い
る
／
い
た
犬
の
名
前
は
蝶
と
も
関
わ
り
が
深
い
「
ア
ポ
ロ
」。
こ
の
作
品
も
ま
た
〈
蝶
〉
か
ら
作
品
の
読
み
を
深
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め
る
こ
と
が
で
き
る
。
小
川
洋
子
と
蝶
に
つ
い
て
は
別
稿
に
期
し
た
い
。

31

久
世
光
彦
『
蝶
と
ヒ
ッ
ト
ラ
ー
』（
角
川
ハ
ル
キ
文
庫
、
一
九
九
七
）。「
蝶
の
死
骸
」
か
ら
は
西
條
八
十
の
「
蝶
」（『
美
し
き
喪
失
』
一
九
二
九
）
も
想

起
す
る
。

﹇
付
記
﹈
芥
川
龍
之
介
「
軍
艦
金
剛
航
海
記
」
の
本
文
引
用
は
、『
芥
川
龍
之
介
全
集
第
二
巻
』（
岩
波
書
店
、
一
九
九
六
）
に
、
太
宰
治
「
逆
行
」「
め
く
ら

草
紙
」
の
本
文
引
用
は
、『
太
宰
治
全
集
第
一
巻
』（
筑
摩
書
房
、
一
九
八
九
）
に
、「H

U
M
A
N
LO
ST

」「
富
嶽
百
景
」
は
同
二
巻
（
一
九
八
九
）、

「
ア
、
秋
」
は
同
三
巻
（
一
九
八
九
）、「
清
貧
譚
」
は
同
四
巻
（
一
九
八
九
）、「
雪
の
夜
の
話
」「
東
京
だ
よ
り
」
は
同
六
巻
（
一
九
九
〇
）
に
拠
っ

た
。
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