
二
三

 　
「
不
安
」
は
、
ひ
と
が
未
来
を
志
向
す
る
際
に
、
必
ず
抱
き
合
わ
せ
で
浮
上

す
る
感
情
で
あ
る
。
心
が
過
去
に
向
か
う
折
に
は
生
じ
な
い
。
よ
っ
て
、「
不
安
」

は
「
期
待
」
と
双
子
で
あ
る
と
も
言
え
る
。 

 　

日
本
の
近
代
文
学
に
お
い
て
そ
れ
を
捉
え
よ
う
と
す
る
時
、
誰
し
も
想
起
す

る
の
は
芥
川
龍
之
介
の
次
の
言
辞
だ
ろ
う
。 

 　

が
、
少
く
と
も
僕
の
場
合
は
唯
ぼ
ん
や
り
し
た
不
安
で
あ
る
。
何
か
僕

の
将
来
に
対
す
る
唯
ぼ
ん
や
り
し
た
不
安
で
あ
る
。 

 

（「
或
旧
友
へ
送
る
手
記
」
一
九
二
七
年
） 

 　

芥
川
は
今
か
ら
ち
ょ
う
ど
九
十
年
前
、
あ
ま
り
に
も
印
象
的
な
「
ぼ
ん
や
り

し
た
不
安
」
を
「
将
来
」
に
残
し
て
自
ら
こ
の
世
を
去
っ
た
。 

 　

こ
の
よ
う
に
、「
不
安
」
は
私
た
ち
の
「
生
」
の
感
覚
を
揺
る
が
す
も
の
で

あ
り
、
そ
の
種た

ね

は
、
戦
争
、
病
い
、
不
況
、
災
害
な
ど
、
社
会
事
象
や
自
然
現

象
に
わ
た
っ
て
実
に
い
ろ
い
ろ
だ
が
、
芥
川
が
言
う
よ
う
な「
ぼ
ん
や
り
し
た
」

と
い
う
と
こ
ろ
が
重
要
に
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
を
追
究
す
る
こ
と
は
、

一
方
で
、
私
た
ち
の
「
生
」
そ
の
も
の
を
捉
え
て
ゆ
く
こ
と
、い
わ
ば
「
不
安
」

と
の
共
生
を
考
え
て
ゆ
く
こ
と
に
も
な
る
の
だ
ろ
う
、
と
考
え
る
。 

 　

述
べ
た
よ
う
な
趣
旨
の
元
、
愛
知
県
立
大
学
で
は
、
同
じ
よ
う
な
関
心
を
持

つ
さ
ま
ざ
ま
な
専
攻
の
教
員
に
よ
っ
て
「
不
安
と
生
の
研
究
会
」
を
持
ち
、「
不

安
」
に
つ
い
て
の
超
領
域
研
究
を
お
こ
な
っ
て
い
る
。
本
学
を
構
成
す
る
五
学

部
（
外
国
語
学
部
、
日
本
文
化
学
部
、
教
育
福
祉
学
部
、
看
護
学
部
、
情
報
科

学
部
）
か
ら
、「
フ
ラ
ン
ス
語
圏
文
学
・
文
化
」、「
日
本
近
代
文
学
」、「
美
術

科
教
育
学
」、「
心
理
学
」、「
情
報
学
」
を
専
門
と
す
る
六
名
を
そ
の
メ
ン
バ
ー

と
し
、
学
術
講
演
会
を
催
し
な
が
ら
、
学
内
の
み
な
ら
ず
学
外
へ
も
開
い
て
意

見
交
換
を
お
こ
な
っ
て
い
る
。 

〔
二
〇
一
七
年 

台
湾
日
本
語
教
育
国
際
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
日
本
語
教
育
の
グ
ロ
ー
カ
ル
化
」
基
調
講
演
〕

 
不
安
か
ら
照
ら
す
生
の
諸
相 

―

 

日
本
の
現
代
詩
を
視
座
と
し
て 

宮　

崎　

真
素
美



二
四

 　

二
〇
一
六
年
六
月
に
は
、
詩
人
の
谷
川
俊
太
郎
（
1931 

― 

）
を
招
き
、
対
話
式
講

演
会
「
安
ら
ぐ
と
い
う
こ
と
」（ http://w

w
w
.bur.aichi-pu.ac.jp/renkei/

koza/001496.htm
l 

）
を
お
こ
な
い
、
タ
イ
ア
ッ
プ
講
義
に
お
け
る
学
生
た
ち

の
谷
川
作
品
へ
の
批
評
や
、「
不
安
と
生
の
研
究
会
」
に
よ
る
企
画
展
示
「
不

安
か
ら
照
ら
す
生
の
諸
相
×
谷
川
俊
太
郎
―
こ
と
ば
・
こ
こ
ろ
・
肉
体
…
」

（ http://w
w
w
.aichi-pu.ac.jp/library/tenji.htm

l 

）
を
織
り
込
み
な
が
ら

展
開
し
た
。 

 　

こ
の
企
画
に
寄
せ
て
谷
川
俊
太
郎
か
ら
私
ど
も
に
贈
ら
れ
た
オ
リ
ジ
ナ
ル
詩

篇
を
紹
介
し
た
い
。 

 

と
ん
で
も
な
い
こ
と 

 

な
に
か
と
ん
で
も
な
い
こ
と
が
お
こ
り
そ
う 

 

な
に
が
お
こ
る
の
か 

 

じ
し
ん
じ
ゃ
な
い 

 

せ
ん
そ
う
じ
ゃ
な
い 

 

だ
れ
か
が
し
ぬ
の
で
も
な
い 

 

ち
き
ゅ
う
が
ほ
ろ
び
る
の
で
も
な
い 

 

で
も
こ
わ
い 

 

な
に
か
と
ん
で
も
な
い
こ
と
が
お
こ
る 

 

き
っ
と
お
こ
る 

 

き
ょ
う
じ
ゃ
な
い 

 

あ
し
た
で
も
な
い 

 

で
も
い
つ
か
お
こ
る 

 

お
こ
る
と
い
っ
た
い
ど
う
な
る
の
か 

 

し
ん
ぱ
い
す
る
の
は
い
や
だ 

 

と
ん
で
も
な
い
こ
と 

 

お
こ
る
の
な
ら
お
こ
れ
ば
い
い 

 

お
こ
っ
て
み
ろ 

 

い
つ
だ
っ
て
い
い 

 

お
こ
っ
て
み
ろ 

 

お
こ
れ
ば
も
う
こ
わ
く
な
い
！ 

 　

未
来
に
向
け
ら
れ
た
「
不
安
」
と
「
期
待
」
の
な
い
交
ぜ
、「
不
安
」
の
種た

ね

の

否
定
形
に
よ
る
羅
列
、
全
篇
ひ
ら
が
な
書
き
に
よ
る
原
初
的
な
感
覚
が
余
す
こ

と
な
く
照
ら
さ
れ
て
い
る
こ
の
詩
篇
は
、
あ
ら
か
じ
め
谷
川
に
よ
っ
て
創
作
さ

れ
て
い
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
、
次
の
よ
う
に
語
ら
れ
た
。（
以
下
、
対
話
式

講
演
の
引
用
は
す
べ
て
、
宮
崎
真
素
美
「
谷
川
俊
太
郎
と
の
対
話
―
「
安
ら
ぐ

と
い
う
こ
と
」」「
愛
知
県
立
大
学
日
本
文
化
学
部
論
集
」
八
号　

二
〇
一
七
・
三



二
五

 https://aichi-pu.repo.nii.ac.jp/?action=pages_view
_m

ain&
active_

action=repository_view
_m

ain_item
_detail&

item
_id=2966&

item
_

no=1&
page_id=13&

block_id=17 

に
よ
る
。） 

 

谷
川　

僕
の
記
憶
で
は
、
こ
の
企
画
を
伺
っ
て
か
ら
書
い
た
わ
け
じ
ゃ
な

い
ん
で
す
。
既
に
書
い
て
あ
っ
た
ん
で
す
よ
。（
笑
） 

 

宮
崎　

ほ
ん
と
で
す
か
。
ち
ょ
っ
と
シ
ョ
ッ
ク
で
す
ね
。（
笑
） 

 

谷
川　

ど
う
し
て
シ
ョ
ッ
ク
な
の
？　

そ
れ
ほ
ど
「
不
安
」
と
い
う
の
は

あ
る
、
既
に
も
う
存
在
し
て
る
と
い
う
こ
と
だ
し
。
だ
か
ら
、
こ

の
詩
が
あ
っ
て
、
こ
の
企
画
が
出
た
と
い
う
の
は
、
あ
あ
、
な
る

ほ
ど
な
、
み
た
い
な
感
じ
で
し
た
よ
ね
。 

 

宮
崎　

そ
う
で
す
ね
。
私
の
言
っ
て
る
シ
ョ
ッ
ク
は
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な

シ
ョ
ッ
ク
だ
け
じ
ゃ
な
い
で
す
ね
。 

 

谷
川　

そ
う
で
す
よ
ね
？ 

 

宮
崎　

そ
れ
は
す
ご
く
う
れ
し
い
で
す
ね
。 

 　

谷
川
に
お
い
て
も
、
現
在
的
で
普
遍
的
な
テ
ー
マ
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。 

 　
「
不
安
」
は
ひ
と
に
さ
ま
ざ
ま
な
表
現
を
も
た
ら
し
て
き
た
。
自
身
を
取
り

巻
く
「
不
安
」
な
事
象
を
、
ひ
と
は
ど
の
よ
う
に
内
面
化
し
、
相
対
化
し
、
ま

た
、
乗
り
こ
え
て
ゆ
こ
う
と
す
る
の
か
。
そ
の
際
の
表
現
行
為
は
、
ひ
と
に
ど

の
よ
う
な
意
味
や
力
を
も
た
ら
す
の
か
。
そ
の
こ
と
を
日
本
の
現
代
詩
か
ら
照

ら
し
て
み
た
い
。
こ
こ
で
言
う
現
代
詩
と
は
、
太
平
洋
戦
争
後
を
出
発
点
と
し

た
詩
篇
を
指
す
こ
と
と
す
る
。 

 

耐
へ
が
た
い
二
重 

 

深
夜　

唇
が
煙
草
を
挟
ん
で
ゐ
る 

 

と
ざ
さ
れ
た
部
屋
に
心
臓
の
羽
搏
き
が 

 

左
右
に
拡
げ
る
黒
い
蔭
！　

二
重
の
ド
ア
！ 

 

孤
独
な
生
き
も
の
の
た
め 

 

耳
を
す
ま
し
て
い
る
中
枢
に 

 

つ
か
れ
た
椅
子
の
軋
る
音
…
… 

 

重
た
い
時
計
の
振
子
の
音
…
… 

 

頭
上
で
屋
根
を
剥
ぐ
不
気
味
な
爪
の
音
…
… 

 

頬
骨
が
つ
め
た
い
空
気
の
な
か
で
尖
つ
て
く
る 

 

不
図
し
た
思
考
が 

 
う
な
だ
れ
た
水
仙
の
賢
し
げ
な
影
を
卓
布
に
落
す 

 

鏡
が
ひ
や
や
か
に
自
虐
を
睨
む 

 

私
は
怖
れ
る 



二
六

 
古
風
な
銀
の
縁
を
つ
け
て
い
つ
も
こ
の
水
が
動
か
ぬ
こ
と
を
…
… 

 
自
己
愛
が
底
深
く
凍
り
つ
い
て
し
ま
つ
て
ゐ
る
こ
と
を
…
… 

 

大
き
く
見
ひ
ら
い
た
う
つ
ろ
な
眼
の 

 

お
と
ろ
へ
た
視
力
の
闇
を
と
ほ
し
て 

 

朧
ろ
に
姿
を
現
は
す
こ
の
髭
だ
ら
け
の
死
者
は
誰
だ
ら
う

 

（「
新
詩
派
」
一
九
四
六
・
七
） 

 　

示
し
た
の
は
、
戦
争
の
影
を
濃
厚
に
宿
し
な
が
ら
、
敗
戦
後
へ
と
歩
を
進
め

て
ゆ
く
「
不
安
」
を
象
っ
た
「
荒
地
」
派
の
、
鮎
川
信
夫
（
1920 

― 

1986
）
の
詩
篇

で
あ
る
。
自
己
愛
の
喪
失
が
、
不
気
味
な
夜
の
底
で
予
感
さ
れ
、
醜
悪
な
死
者

が
あ
ら
わ
れ
る
。
戦
後
を
生
き
る
自
ら
を
〈
死
に
そ
こ
な
い
〉
と
定
位
す
る
鮎

川
に
と
っ
て
、
こ
の
死
者
は
、
あ
る
べ
き
は
ず
で
あ
っ
た
も
う
一
人
の
自
己
の

様
相
を
宿
し
て
い
る
。 

 

死
ん
だ
男 

 

た
と
え
ば
霧
や 

 

あ
ら
ゆ
る
階
段
の
跫
音
の
な
か
か
ら
、 

 

遺
言
執
行
人
が
、
ぼ
ん
や
り
と
姿
を
現
す
。 

  

― 

こ
れ
が
す
べ
て
の
始
ま
り
で
あ
る
。 

 

遠
い
昨
日
…
… 

 

ぼ
く
ら
は
暗
い
酒
場
の
椅
子
の
う
え
で
、 

 

ゆ
が
ん
だ
顔
を
も
て
あ
ま
し
た
り 

 

手
紙
の
封
筒
を
裏
返
す
よ
う
な
こ
と
が
あ
つ
た
。 

 

「
実
際
は
、
影
も
、
形
も
な
い
？
」 

  

― 

死
に
そ
こ
な
つ
て
み
れ
ば
、
た
し
か
に
そ
の
と
お
り
で
あ
つ
た
。 

 

M
よ
、
昨
日
の
ひ
や
や
か
な
青
空
が 

 

剃
刀
の
刃
に
い
つ
ま
で
も
残
つ
て
い
る
ね
。 

 

だ
が
ぼ
く
は
、
何
時
何
処
で 

 

き
み
を
見
失
つ
た
の
か
忘
れ
て
し
ま
つ
た
よ
。 

 

短
か
か
つ
た
黄
金
時
代 

―  
 

活
字
の
置
き
換
え
や
神
様
ご
つ
こ 

―  
 

「
そ
れ
が
、
ぼ
く
た
ち
の
古
い
処
方
箋
だ
つ
た
」
と
呟
い
て
…
… 

 

い
つ
も
季
節
は
秋
だ
つ
た
、
昨
日
も
今
日
も
、 

 

「
淋
し
さ
の
中
に
落
葉
が
ふ
る
」 

 
そ
の
声
は
人
影
へ
、
そ
し
て
街
へ
、 

 
黒
い
鉛
の
道
を
歩
み
つ
づ
け
て
き
た
の
だ
つ
た
。 



二
七

 
埋
葬
の
日
は
、
言
葉
も
な
く 

 
立
会
う
者
も
な
か
つ
た
、 

 

憤
激
も
、
悲
哀
も
、
不
平
の
柔
弱
な
椅
子
も
な
か
つ
た
。 

 

空
に
む
か
つ
て
眼
を
あ
げ 

 

き
み
は
た
だ
重
た
い
靴
の
な
か
に
足
を
つ
つ
こ
ん
で
静
か
に
横
わ
つ
た
の

　

だ
。 

 

「
さ
よ
な
ら
、
太
陽
も
海
も
信
ず
る
に
足
り
な
い
」 

 

M
よ
、
地
下
に
眠
る
M
よ
、 

 

き
み
の
胸
の
傷
口
は
今
で
も
ま
だ
痛
む
か
。 （「
純
粋
詩
」一
九
四
七
・
一
） 

 　

死
者
は
、
鮎
川
の
詩
篇
に
お
い
て
戦
死
し
た
詩
友
森
川
義
信
の
影
を
宿
す

〈
M
〉
や
、
美
し
い
〈
姉
さ
ん
〉、
あ
る
い
は
中
空
を
さ
ま
よ
う
〈
兵
士
〉
と

し
て
あ
ら
わ
れ
る
が
、
そ
れ
ら
は
、
詩
人
を
時
に
苛
み
、
時
に
慰
謝
す
る
存
在

と
し
て
自
己
定
位
に
関
わ
る
。
戦
争
で
兵
士
と
し
て
死
ん
で
い
た
は
ず
の
自
分

と
、
現
実
に
生
者
と
し
て
の
肉
体
を
有
す
る
自
分
と
の
間
で
引
き
裂
か
れ
る
二

重
性
は
、
鮎
川
に
、
精
神
的
な
死
者
と
し
て
の
眼
を
選
択
さ
せ
、
死
者
た
ち
の

遺
言
執
行
人
と
し
て
自
ら
を
位
置
付
け
、
生
か
し
て
ゆ
く
方
途
を
発
見
さ
せ

た
。
死
者
に
寄
り
添
い
、
死
者
と
し
て
生
き
る
こ
と
を
自
ら
に
命
じ
た
の
で
あ

る
。
鮎
川
は
こ
の
詩
の
中
で
死
者
に
対
し
て「
M
よ
」と
呼
び
か
け
る
こ
と
で
、

そ
の
背
後
に
戦
死
し
た
自
身
の
詩
友
森
川
義
信
を
、
そ
し
て
ま
た
、
イ
ニ
シ
ャ

ル
「
M
」
の
さ
ら
な
る
背
後
に
無
名
の
多
く
の
戦
死
者
た
ち
を
蘇
ら
せ
た
。「
死

ん
だ
男
」
と
い
う
題
名
は
、
キ
リ
ス
ト
の
復
活
を
扱
っ
た
D
・
H
・
ロ
レ
ン
ス

の
同
題
の
短
編
小
説
か
ら
採
ら
れ
て
お
り
、
死
者
の
復
活
と
い
う
テ
ー
マ
が
、

作
品
の
主
調
低
音
と
し
て
響
い
て
い
る
。
そ
の
意
味
に
お
い
て
詩「
死
ん
だ
男
」

は
、
戦
死
者
た
ち
へ
の
レ
ク
イ
エ
ム
と
復
活
と
を
内
包
し
、
ま
た
、
戦
後
を
生

き
る
自
己
の
役
割
を
宣
言
し
た
詩
篇
と
し
て
注
目
さ
れ
る
。 

 　

こ
の
五
年
後
、
谷
川
俊
太
郎
は
、
詩
「
一
九
五
一
年
一
月
」（『
二
十
億
光
年

の
孤
独
』
創
元
社　

一
九
五
二
）
に
お
い
て
〈
不
安
〉
の
語
を
登
場
さ
せ
た
。 

 

猫 

 

「
毛
皮
を
透
し
て
不
安
は
硝
煙
の
よ
う
に
し
み 

 

そ
れ
が
本
能
を
曇
ら
せ
る 

 

永
い
闇
が
私
の
眼
の
緑
を
染
め
て
し
ま
い 

 

生
ま
れ
よ
う
と
す
る
仔
等
の
歎
き
の
上
で 

 

原
始
の
時
代
へ
の
郷
愁
に 

 

私
は
夜
中
な
き
続
け
る
」 

 　

谷
川
は
、
こ
の
詩
篇
の
成
立
背
景
に
朝
鮮
戦
争
の
勃
発
（
1950
）
が
あ
っ
た
こ

と
を
、
先
の
対
話
式
講
演
の
な
か
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。 



二
八

 
谷
川　

は
い
。
こ
の
時
代
は
朝
鮮
戦
争
が
あ
っ
た
時
代
な
ん
で
す
よ
ね
。 

 
宮
崎　

一
九
五
〇
年
で
し
た
ね
。 

 

谷
川　

僕
は
ま
だ
十
代
の
終
わ
り
ぐ
ら
い
だ
か
ら
、
徴
兵
制
度
と
い
う
も

の
の
記
憶
と
い
う
の
か
な
？　

残
っ
て
る
ん
で
す
ね
。
日
本
で
徴

兵
制
度
が
復
活
す
る
こ
と
は
現
実
的
に
は
あ
り
得
な
い
わ
け
だ
け

れ
ど
も
、
朝
鮮
戦
争
が
あ
る
こ
と
で
の「
不
安
」は
や
っ
ぱ
り
は
っ

き
り
記
憶
に
残
っ
て
ま
す
ね
。 

 

宮
崎　

そ
う
い
う
こ
と
な
ん
で
す
ね
。「
一
九
五
一
年
一
月
」
と
い
う
の

は
そ
う
い
う
意
味
も
あ
る
わ
け
で
す
ね
。 

 

谷
川　

そ
う
な
ん
で
す
。
そ
れ
が
や
は
り
こ
の
詩
の
基
本
的
な
ム
ー
ド
と

し
て
は
あ
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
な
。
た
だ
戦
争
が
怖
い
、
戦
争
に
行

か
さ
れ
る
の
が
怖
い
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
て
、
現
代
文
明
の
文

脈
の
中
で
こ
う
い
う
言
葉
を
書
い
て
た
と
思
う
ん
で
す
。 

 　

ま
た
、
同
詩
篇
に
は
、「
こ
の
「
海
」
は
明
ら
か
に
第
二
次
大
戦
の
戦
死
者

み
た
い
な
人
た
ち
の
こ
と
を
連
想
し
て
書
い
て
ま
す
ね
」
と
谷
川
が
述
べ
る
次

の
よ
う
な
フ
レ
ー
ズ
も
織
り
込
ま
れ
て
お
り
、
鮎
川
信
夫
ら
の
後
続
世
代
が
受

け
と
め
た
大
戦
の
影
の
深
さ
を
知
ら
さ
れ
る
。 

 

海 

 

「
沈
ん
で
い
る
霊
達
の
た
め
に 

 

私
の
憐
憫
は
祈
り
に
か
わ
つ
て
ゆ
く 

 

沈
ん
で
い
る
愚
劣
の
た
め
に 

 

私
の
悲
嘆
は
怒
り
に
か
わ
つ
て
ゆ
く 

 

深
く
湛
え
て
い
る
こ
と
の
さ
び
し
さ
が 

 

私
の
姿
を
荒
く
す
る
」 

 　

そ
し
て
、「
こ
の
最
後
の
と
こ
ろ
の
括
弧
を
と
じ
て
い
な
い
の
は
非
常
に
意

図
的
な
ん
で
す
」と
谷
川
が
述
べ
る
同
詩
篇
の
結
び
は
、
次
の
よ
う
に「
不
安
」

に
満
ち
て
い
る
。 

 

神 

 

「
私
は
創
つ
た 

 　

こ
の
結
び
を
め
ぐ
る
や
り
と
り
に
お
い
て
、
谷
川
は「
多
次
元
的
」な「
私
」

の
と
ら
え
方
を
自
ら
指
摘
す
る
。 

 
宮
崎　

こ
こ
が
非
常
に
注
目
の
的
で
。
こ
れ
を
選
ん
で
き
た
学
生
は
、「
不

安
」
が
ど
ん
ど
ん
加
速
し
て
い
く
と
い
う
こ
と
を
言
っ
て
い
ま
し
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た
ね
。
こ
れ
を
読
ん
で
い
く
と
ど
ん
ど
ん
加
速
し
て
い
っ
て
、
特

に
最
後
の
「
神
「
私
は
創
っ
た
」
と
い
う
の
は
「
私
が
創
っ
た
」

で
も
な
く
、「
私
は
創
っ
た
」
で
あ
り
、
か
ぎ
括
弧
も
結
ば
れ
な

い
ま
ま
で
、
す
ご
く
「
不
安
」
だ
と
。 

 

谷
川　

ち
ゃ
ん
と
読
ん
で
く
れ
て
ま
す
ね
。
誤
植
だ
と
思
っ
た
り
す
る
ん

じ
ゃ
な
い
か
と
思
っ
て
。（
笑
） 

 

宮
崎　

こ
れ
は
原
典
で
見
る
と
も
っ
と
す
ご
い
で
す
よ
ね
。「
神
」
だ
け

が
最
後
の
一
枚
、
別
の
ペ
ー
ジ
に
な
っ
て
ま
す
ね
。 

 

谷
川　

そ
う
で
す
ね
。 

 

宮
崎　

先
ほ
ど
の
浮
き
立
つ
よ
う
な
感
じ
の
詩
と
は
ま
た
全
然
違
っ
て
い

て
、
こ
れ
は
少
し
哲
学
的
な
、
そ
れ
が
全
体
に
せ
り
出
し
て
き
た

よ
う
な
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
す
ね
。 

 

谷
川　

ほ
ん
と
に
若
い
頃
の
詩
だ
な
っ
て
感
じ
だ
け
ど
。
で
も
、
や
っ
ぱ

り
「
私
」
と
い
う
も
の
を
こ
う
い
う
ふ
う
に
い
ろ
ん
な
も
の
に
分

裂
さ
せ
て
、
多
次
元
的
に
捉
え
よ
う
と
し
て
い
て
、
今
、
こ
の
辺

か
ら
始
ま
っ
て
る
ん
だ
な
と
思
い
ま
す
ね
。 

 　
「
朝
鮮
戦
争
」、「
徴
兵
制
度
」
の
記
憶
、
そ
れ
ら
を
内
包
す
る
「
現
代
文
明

の
文
脈
」
は
、
一
九
五
〇
年
の
谷
川
に
よ
っ
て
「
不
安
」
と
と
も
に
象
ら
れ
て

い
る
。 

 　

そ
し
て
日
本
は
、
安
保
闘
争
（
1959 

― 

1960
）
の
季
節
を
迎
え
る
。
渡
辺
武
信

（
1938 

― 

）の「
つ
め
た
い
朝　

六
・
一
五
の
記
憶
の
た
め
に
」は
、
闘
争
で
亡
く
な
っ

た
東
京
大
学
の
女
子
学
生
、
樺
美
智
子
の
死
を
表
象
し
た
も
の
で
あ
る
。 

 

つ
め
た
い
朝　

六
・
一
五
の
記
憶
の
た
め
に 

 

あ
ら
ゆ
る
記
憶
が 

 

告
発
の
形
し
て
か
が
や
く
ぼ
く
た
ち
の
街
で 

 

ひ
と
つ
の
小
さ
な
死
の
重
さ
を
測
る
こ
と
は 

 

ほ
と
ん
ど
無
意
味
だ 

 

だ
か
ら　

ぼ
く
た
ち
測
る
ま
い 

 

記
憶
の
中
の
き
み
の
ま
な
ざ
し
の
重
さ
を 

 

ぼ
く
た
ち
が
耐
え
た
時
間
の
重
さ
に 

 

つ
い
に
夜
明
け
に
む
か
つ
て
く
ず
れ
は
じ
め
た
空 

 

そ
れ
を
見
上
げ
る
ぼ
く
の
瞳
に 

 

き
み
の
死
は　

ひ
と
つ
の
記
憶
に
過
ぎ
な
か
つ
た
か 

 
ぼ
く
た
ち
の
傷
口
は　

い
つ
せ
い
に 

 

つ
め
た
い
朝
の
光
に
う
た
れ 

 

血
は　

じ
よ
じ
よ
に
固
ま
り
は
じ
め
て
い
た 
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た
と
え
ば　

き
み
の
み
じ
か
い
髪
の
香
り
や 

 

幼
い
日
の
ひ
そ
や
か
な
身
ぶ
り 

 

を
知
ら
な
い
ぼ
く
が 

 

泣
く
ほ
ど
世
界
は
う
つ
く
し
く
な
い 

 

記
憶
の
奥
で
き
み
の
肖
像
は
は
げ
し
く
溶
け 

 

ぼ
く
の
瞳
に
熱
い
風
と
な
る 

 

ぼ
く
は
親
し
い
街
々
の
曲
角　

あ
る
い
は 

 

故
郷
の
低
い
山
々
に 

 

き
み
の
ま
な
ざ
し
の
跡
を
見
つ
け
だ
す 

 

渦
巻
き
燃
え
る
夜
を
映
し
た
ま
ま 

 

閉
ざ
さ
れ
て
し
ま
つ
た
瞳
の
中
で 

 

世
界
は
決
し
て
冷
え
る
こ
と
は
な
い 

 

街
は
い
つ
ま
で
も
熱
く
ふ
る
え 

 

道
は
し
な
や
か
に
う
ね
り
な
が
ら 

 

空
に
む
か
つ
て
無
数
の
指
を
出
し 

 

そ
し
て　

き
み
が 

 

最
後
に
吐
い
た
息
に
く
る
ま
れ 

 

世
界
は　

い
ま
で
も
苦
し
げ
に
も
だ
え
て
い
る 

 

ぼ
く
た
ち
の
視
線
の
下
で 

 

歴
史
は
静
か
に
乾
き
き
り 

 

朝
は　

い
つ
も
遠
く
か
ら 

 

炎
の
予
感
を
持
つ
て
来
る 

 

や
は
り　

こ
ん
な
冷
い
朝
の
こ
と
だ
ろ
う 

 

ぼ
く
た
ち
が
つ
か
れ
は
て
た
視
線
を
あ
げ 

 

東
の
地
平
を
滑
つ
て
来
る
最
初
の
光
の
中
に 

 

き
み
の
か
す
か
な
ほ
ほ
え
み
を
読
む
の
は 

（「
暴
走
」
一
九
六
〇
・
九
） 

 　

同
時
代
評
か
ら
現
在
に
い
た
る
ま
で
、
渡
辺
の
詩
に
お
け
る
「
死
」
や
「
現

実
」
の
抽
象
化
、
観
念
化
を
と
ら
え
る
観
点
は
次
の
よ
う
に
共
通
し
て
い
る
。 

 　

秋
元
潔
（「
ヒ
ー
ロ
ー
は
な
ぜ
死
な
な
い
の
だ
ろ
う
」）
は
「
凶
区
」

（
一
九
六
五
・
一
〇
）
誌
上
で
、「「
世
界
」
と
い
う
言
葉
は
、
鮮
烈
な
説
得
力

を
も
た
な
い
」
と
し
、
そ
の
理
由
を
、「
彼
は
危
機
へ
も
う
一
歩
ふ
み
だ
さ
ず
、

不
安
を
抱
き
な
が
ら
、
一
歩
安
全
な
場
所
に
身
を
ひ
い
て
書
い
た
の
だ
ろ
う

か
？
」
と
問
い
な
が
ら
、「
死
の
絶
対
価
値
を
み
と
め
ま
い
と
す
る
強
い
意
志

の
働
き
か
け
」
に
よ
る
「
観
念
的
世
界
」
へ
の
「
後
退
」
を
見
る
。
そ
し
て
、

「
渡
辺
の
詩
の
中
の
《
ぼ
く
た
ち
》《
き
み
た
ち
》
と
は
、
彼
の
肉
体
の
細
胞
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組
織
」
で
あ
り
、
そ
れ
が
、「
爽
快
な
官
能
的
陶
酔
」
に
つ
な
が
っ
て
い
る
と

し
て
い
る
。 

 　

一
方
、
同
誌
上
で
堀
川
正
美
（「
渡
辺
武
信
に
つ
い
て
の
感
想
―
一
九
六
五

年
の
お
歳
暮
―
」）
は
、「
彼
の
詩
作
の
特
徴
の
一
つ
は
、
自
己
復
習
」
に
あ
る

と
し
、「
街
、
世
界
、
ぼ
く
た
ち
、
き
み
、
祭
、
空
、
風
、
ま
ぶ
た
」
な
ど
の

語
彙
を
あ
げ
、「
彼
が
内
心
あ
こ
が
れ
て
い
る
一
つ
の
中
心
の
イ
メ
ー
ジ
、
す

な
わ
ち
う
ず
ま
き
輝
く
も
の
、
そ
の
う
ず
ま
く
集
中
化
」
に
近
付
い
て
い
る
と

す
る
。 

 　

秋
元
・
堀
川
両
論
か
ら
五
年
後
の
清
水
昶
（「
猟
犬
の
研
究
」『
現
代
詩
文
庫

渡
辺
武
信
』
思
潮
社　

一
九
七
〇
）
に
よ
る
論
評
は
、
先
掲
二
論
の
指
摘
を
併

せ
持
っ
た
も
の
と
位
置
づ
け
ら
れ
る
。「
情
況
を
唄
い
な
が
ら
奇
妙
に
情
況
か

ら
隔
絶
し
た
と
こ
ろ
に
み
ず
か
ら
を
置
く
青
年
詩
人
」
に
お
け
る
「
情
況
」
や

「
記
憶
」
は
、
そ
の
「
前
提
か
ら
仮
像
」
で
あ
る
こ
と
。
そ
し
て
、「
彼
の
仮

像
と
し
て
の
言
語
は
、
き
わ
め
て
緻
密
」
で
あ
り
、
初
期
の
作
品
群
に
お
い
て

は
、「「
朝
」「
視
線
」「
傷
口
」「
ま
ぶ
た
」「
指
」「
額
」「
記
憶
」
と
い
っ
た
言

語
が
、
ほ
ぼ
均
等
に
全
詩
篇
に
配
分
さ
れ
」、「
詩
の
世
界
を
は
っ
き
り
構
築
し

て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
」、「「
ど
こ
か
ら
唄
い
は
じ
め
た
か
」
の
結
果
の
鮮

明
さ
に
比
べ
て
そ
の
背
後
に
存
在
す
る
彼
自
身
の
「
快
楽
の
原
点
」
は
、
ひ
ど

く
不
鮮
明
に
堂
々
め
ぐ
り
を
繰
り
返
し
て
い
る
」
こ
と
を
指
摘
す
る
。 

 　

ま
た
、
も
っ
と
も
新
し
い
北
川
透
に
よ
る
論
稿
（「
詩
的
断
想
十
二
、
プ
ラ

ス
一
」「
詩
論
へ
」
二
〇
一
二
・
二
）
で
は
、「
六
〇
年
の
オ
ブ
セ
ッ
シ
ョ
ン
は
「
暴

走
」
の
詩
人
た
ち
に
の
み
憑
依
し
た
も
の
」
で
あ
る
と
し
、「
二
人
（
論
者
注
・

菅
谷
規
矩
雄
と
渡
辺
武
信
）の
抒
情
詩
は
、
何
処
ま
で
行
っ
て
も
、〈
ぼ
く
た
ち
〉

あ
る
い
は
〈
ぼ
く
ら
〉
に
拮
抗
す
る
他
者
が
登
場
し
な
い
こ
と
に
よ
っ
て
モ
ノ

ロ
ー
グ
」
で
あ
る
と
ま
と
め
て
い
る
。 

 　

お
そ
ら
く
そ
こ
に
対
置
さ
れ
て
い
る
の
は
、「
荒
地
」
派
の
描
い
た
「
死
」

や
「
現
実
」
で
あ
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
こ
こ
に
は
鮎
川
の
よ
う
な
死
者
に

同
伴
し
、
自
ら
の
身
体
に
肉
薄
す
る
「
不
安
」
は
な
い
。
彼
ら
に
お
け
る
「
不

安
」
の
質
は
、
言
葉
へ
の
不
信
と
と
も
に
考
え
て
み
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。 

 　

さ
て
、
時
は
一
足
飛
び
に
二
〇
〇
〇
年
代
へ
と
わ
た
り
、
先
の
渡
辺
の
言
葉

遣
い
を
彷
彿
と
さ
せ
る
詩
人
、
最
果
タ
ヒ（
1986 

― 

）の
登
場
を
見
る
こ
と
に
な
る
。

最
果
の
描
く
世
界
は
、
渡
辺
に
向
け
ら
れ
た
抽
象
化
、
観
念
化
と
い
っ
た
批
評

の
領
域
を
遙
か
に
超
え
、
読
者
の
反
応
は
著
し
い
共
感
と
了
解
不
能
と
に
二
分

さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。『
死
ん
で
し
ま
う
系
の
ぼ
く
ら
に
』（
リ
ト
ル

モ
ア　

二
〇
一
四
）
が
、
一
万
八
千
部
の
売
り
上
げ
を
見
せ
た
セ
ン
セ
ー
シ
ョ

ナ
ル
な
詩
集
と
し
て
新
聞
雑
誌
等
で
大
々
的
に
取
り
あ
げ
ら
れ
、
続
く
詩
集

『
夜
空
は
い
つ
で
も
最
高
密
度
の
青
色
だ
』（
リ
ト
ル
モ
ア　

二
〇
一
六
）
が
、

二
〇
一
七
年
、
映
画
化
（
監
督　

石
井
裕
也
）
さ
れ
た
こ
と
は
、
前
者
（
著
し

い
共
感
）
の
証
左
で
あ
る
。 
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夜
、
山
茶
花
梅
雨 

 

私
は
も
う
死
ん
で
い
る
よ
。
東
京
の
ひ
と
、
私
の
名
前
は
遠
く
へ
と
ん
で

い
け
る
け
れ
ど
、
私
は
も
う
、
死
ん
で
い
る
よ
。
ど
こ
か
へ
閉
じ
て
し

ま
っ
て
、
溶
け
て
川
と
海
に
な
っ
て
い
る
よ
。
愛
し
て
、
と
い
う
言
葉
が

私
を
通
り
過
ぎ
て
、
山
の
土
に
も
ぐ
り
こ
ん
で
い
く
。
夜
の
色
で
く
る
ん

だ
ご
は
ん
を
、
ほ
お
ば
り
な
が
ら
こ
ど
も
た
ち
は
息
を
し
て
い
る
。
き
み

の
し
ら
な
い
場
所
で
、
だ
れ
か
が
死
ん
だ
と
し
て
、
そ
れ
に
き
づ
き
弔
う

こ
と
も
出
来
な
い
の
に
、
優
し
さ
と
い
う
こ
と
ば
が
優
し
く
、
き
み
を
形

容
し
て
く
れ
る
。 

 

「
死
を
弔
う
こ
と
が
優
し
さ
の
証
明
に
な
る
か
ら
、 

 

み
ん
な
殺
し
合
い
を
す
る
の
か
な
あ
。」 

 

ニ
ュ
ー
ス
に
な
ら
な
か
っ
た
事
故
や
事
件
は
い
っ
た
い
ど
こ
に
い
く
の
だ

ろ
う
。
私
の
す
れ
ち
が
っ
て
き
た
人
の
う
ち
、
ど
れ
だ
け
が
む
ご
く
死
ん

で
し
ま
っ
た
の
だ
ろ
う
。 

 

平
和
っ
て
す
て
き
ね
。 

 

お
紅
茶
の
に
が
み
が
お
い
し
い
の
は
、
き
っ
と
そ
の
お
か
げ
ね
。 

 

わ
た
し
も
き
み
も
心
が
優
し
い
。
だ
か
ら
、
心
優
し
い
コ
オ
ロ
ギ
み
た
い

に
、
今
日
も
お
通
夜
に
参
列
し
ま
す
。
愛
と
か
夢
と
か
言
っ
て
い
た
ら
、

美
し
く
優
し
く
な
れ
た
気
が
す
る
。
た
く
さ
ん
の
人
が
死
ん
で
い
く
け

ど
、
私
た
ち
に
は
関
係
が
な
い
ね
。 

  

（「
読
売
新
聞
」
二
〇
一
三
・
一
〇
・
二
一
夕
刊
）

 

美しい人がいると、ぼくが汚く見えるから、
 きみにも汚れてほしいと思う感情が、恋だとききました 
 人が死んだニュース　飛んでいく蚊 
 愛について語る人間は、 
 なにか言い訳がしたくて仕方がないだけ。 
 死ねっていう声を、録音させてください 

 カセットテープの詩 
（ネット）

 　

詩
篇
の
な
か
に
多
出
す
る
〈
死
〉
や
〈
愛
〉
は
、
一
見
、
従
来
の
倫
理
観
を

も
ぎ
取
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
こ
に
は
、
言
葉
へ
の
不
信
と
同
時
に
、
そ
の
内
奥
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に
あ
る
深
遠
な
意
味
に
忠
実
で
あ
ろ
う
と
す
る
心
性
が
感
じ
ら
れ
る
。
そ
れ

は
、
中
原
中
也
が
、「「
こ
れ
が
手
だ
」
と
、「
手
」
と
い
ふ
名
辞
を
口
に
す
る

前
に
感
じ
て
ゐ
る
手
、
そ
の
手
が
深
く
感
じ
ら
れ
て
ゐ
れ
ば
よ
い
。」（「
芸
術

論
覚
え
書
」
一
九
三
四
）
と
述
べ
た
「
名
辞
以
前
の
世
界
」
に
通
じ
て
い
る
よ

う
に
も
思
わ
れ
る
。 

 　

そ
れ
は
、
渡
辺
武
信
が
、〈
あ
ら
ゆ
る
記
憶
が
／
告
発
の
形
し
て
か
が
や
く

ぼ
く
た
ち
の
街
で
／
ひ
と
つ
の
小
さ
な
死
の
重
さ
を
測
る
こ
と
は
／
ほ
と
ん
ど

無
意
味
だ
〉、〈
た
と
え
ば　

き
み
の
み
じ
か
い
髪
の
香
り
や
／
幼
い
日
の
ひ
そ

や
か
な
身
ぶ
り
／
を
知
ら
な
い
ぼ
く
が
／
泣
く
ほ
ど
世
界
は
う
つ
く
し
く
な

い
〉
と
う
た
う
感
覚
に
近
い
。 

 　

渡
辺
も
最
果
も
言
葉
に
回
収
さ
れ
得
な
い
意
味
を
、
言
葉
で
象
ろ
う
と
す
る

こ
と
の
無
意
味
と
対
面
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
他
者
へ
の
共
感
を
安
易
に
象
ら

ず
、
他
者
を
他
者
の
ま
ま
に
す
る
こ
と
で
、
自
己
を
屹
立
さ
せ
る
方
途
な
の
か

も
知
れ
な
い
。
最
果
に
お
い
て
は
さ
ら
に
、
世
の
中
に
は
び
こ
る
安
直
な
共
感

に
辟
易
し
て
い
る
、
鋭
い
ナ
イ
フ
の
よ
う
な
批
評
眼
を
忍
ば
せ
て
も
い
る
。
読

む
者
の
「
不
安
」
を
す
く
い
上
げ
、
一
刀
両
断
に
す
る
か
の
よ
う
な
言
葉
遣
い

の
裏
側
に
は
、
抗
い
が
た
い
現
実
に
言
葉
で
拮
抗
し
て
ゆ
く
強
靱
さ
を
見
て
と

る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
こ
そ
が
現
代
に
瀰
漫
す
る
「
不
安
」
へ
の
深
い
共
感

ゆ
え
な
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
れ
は
決
し
て
表
明
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。

そ
れ
が
、
最
果
タ
ヒ
の
誠
実
さ
の
示
し
方
で
あ
る
よ
う
に
映
る
。 

 　

ず
っ
と
昔
か
ら
、「
な
ん
で
わ
た
し
は
こ
ん
な
に
悩
ん
で
い
な
い
ん
だ

ろ
う
」「
み
ん
な
苦
し
そ
う
で
楽
し
そ
う
だ
な
」
っ
て
思
っ
て
い
ま
し
た
。

青
春
だ
な
あ
っ
て
。
将
来
へ
の
不
安
と
か
も
な
か
っ
た
か
ら
、
正
直
、
意

味
が
わ
か
ら
な
か
っ
た
。（
中
略
） 

 　

若
者
の
セ
ン
チ
メ
ン
タ
ル
な
心
情
に
、
美
し
さ
み
た
い
な
も
の
を
感
じ

て
い
ま
し
た
。
や
っ
て
み
よ
う
と
思
っ
て
も
、
悩
ん
で
な
い
か
ら
で
き
な

い
ん
で
す
。
だ
け
ど
、
書
く
ぶ
ん
に
は
そ
れ
を
演
じ
ら
れ
る
と
思
っ
た
。 

 

（
最
果
タ
ヒ
×
青
柳
い
づ
み
「
身
体
と
文
字
の
あ
わ
い
で
」

『GIN
ZA

』
二
〇
一
六
・
一
） 

 　

自
身
を
こ
の
よ
う
に
語
る
最
果
の
言
葉
は
、
客
観
性
と
共
感
力
と
を
逆
説
的

に
照
ら
し
出
し
て
も
い
よ
う
。
そ
れ
ゆ
え
、
述
べ
た
よ
う
な
「
不
安
」
へ
の
対

処
を
言
葉
で
象
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
。
そ
し
て
、
こ
の
自
己
肯
定
感
を
「
自

己
愛
」
と
し
て
見
出
し
て
い
る
の
が
次
の
北
川
透
の
指
摘
で
あ
る
。 

 　

ぼ
く
は
お
そ
ら
く
読
者
の
大
多
数
は
女
性
だ
ろ
う
と
思
う
ん
で
す
。
高

校
生
か
ら
二
十
代
、
三
十
代
ぐ
ら
い
ま
で
の
女
性
が
、
い
ま
生
き
て
い

て
、
時
代
が
も
っ
て
い
る
過
酷
さ
に
ど
こ
か
ひ
り
ひ
り
し
た
痛
さ
を
感
じ

る
。
彼
女
は
こ
こ
で
、
そ
の
過
酷
さ
に
触
れ
る
言
葉
を
出
し
て
い
る
。
そ

れ
は
少
し
意
地
の
悪
い
言
い
方
を
す
る
と
「
殺
し
文
句
」
だ
と
思
う
ん
で
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す
。ど
の
詩
に
も
一
行
か
二
行
、
必
ず
殺
し
文
句
が
入
っ
て
い
る
。（
中
略
）

全
体
は
わ
か
ら
な
く
て
も
、
こ
の
一
行
だ
け
は
頭
の
な
か
に
入
っ
て
消
え

な
い
、
そ
う
い
う
も
の
を
持
っ
て
い
ま
す
。
殺
し
文
句
っ
て
詩
の
機
能
で

し
ょ
う
。
そ
れ
は
ぼ
く
ら
が
生
き
て
い
る
と
き
に
も
っ
て
い
る
、
時
代
や

社
会
に
対
す
る
ザ
ラ
ザ
ラ
し
た
違
和
感
に
触
れ
る
言
葉
だ
と
思
う
ん
で
す
。 

 　

い
く
つ
か
抜
き
出
し
て
み
る
と
、「
今
日
の
私
は
、
昨
日
の
私
を
、
無

視
で
き
る
か
ら
美
し
い
」。
ふ
つ
う
は
「
昨
日
の
私
」
を
無
視
で
き
な
い
。

「
恋
を
し
た
女
の
子
が
嫌
い
だ
。
ど
ん
な
悪
意
も
き
れ
い
な
言
葉
に
で
き

る
か
ら
」。
こ
れ
は
嫉
妬
で
し
ょ
う
。
誰
で
も
同
じ
よ
う
な
感
情
を
も
っ

て
い
る
と
こ
ろ
に
こ
の
言
葉
は
突
き
刺
さ
り
ま
す
。「
愛
情
で
語
れ
る
友

情
は
、
た
だ
の
代
替
品
で
し
か
な
い
」。
こ
れ
は
愛
と
い
う
言
葉
で
語
ら

れ
る
も
の
な
ん
て
大
し
た
こ
と
な
い
よ
、
と
い
う
メ
ッ
セ
ー
ジ
で
す
ね
。

こ
れ
ら
の
殺
し
文
句
は
み
な
、
い
ま
ふ
つ
う
に
考
え
ら
れ
て
い
る
常
識
的

な
も
の
を
否
定
し
て
い
る
。
だ
け
ど
、
こ
れ
が
い
や
で
な
い
の
は
、
そ
こ

に
自
己
愛
が
含
ま
れ
て
い
る
か
ら
で
す
。
自
己
愛
を
と
っ
た
ら
、
こ
れ
は

す
ご
く
怖
い
世
界
に
な
る
。 

 

（
北
川
透
×
吉
増
剛
造
「
詩
の
起
源
、
来
る
べ
き
遺
伝
子
」

「
現
代
詩
手
帖
」
二
〇
一
七
・
四
） 

 　
〈
私
は
怖
れ
る
／
古
風
な
銀
の
縁
を
つ
け
て
い
つ
も
こ
の
水
が
動
か
ぬ
こ
と

を
…
…
／
自
己
愛
が
底
深
く
凍
り
つ
い
て
し
ま
つ
て
ゐ
る
こ
と
を
…
…
〉
と
言

表
し
た
一
九
四
六
年
の
鮎
川
信
夫
か
ら
七
十
年
後
の
最
果
タ
ヒ
は
、
ぶ
れ
な
い

自
己
愛
を
詩
語
の
背
後
に
し
の
ば
せ
て
現
実
に
向
き
合
い
、
言
葉
で
切
る
。
不

穏
な
言
葉
遣
い
は
、「
不
安
」
に
と
ら
わ
れ
る
多
く
の
心
を
捉
え
、
そ
こ
か
ら

剥
が
し
て
ゆ
く
よ
う
に
響
く
の
か
も
知
れ
な
い
。 

 　

私
た
ち
の
「
生
」
や
「
未
来
」
に
つ
な
が
っ
て
い
る
「
不
安
」
は
、
折
々
さ

ま
ざ
ま
で
あ
る
が
、
そ
れ
ゆ
え
言
葉
は
常
に
そ
れ
を
追
い
か
け
捉
え
よ
う
と
し

て
い
る
。 

 

（
二
〇
一
七
年
一
一
月
二
五
日　

於　

淡
江
大
学
守
謙
国
際
会
議
セ
ン
タ
ー
） 




