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一

三
島
由
紀
夫
『
潮
騒
』
論

有　

元　

伸　

子

【
キ
ー
ワ
ー
ド
】
潮
騒
・
三
島
由
紀
夫
・
ジ
ェ
ン
ダ
ー
・
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
・
語
り

　
　
　

は
じ
め
に

　
「
潮
騒
」
は
、
昭
和
二
九
（
一
九
五
四
）
年
六
月
に
、
書
き
下
ろ
し
小
説
と

し
て
新
潮
社
よ
り
刊
行
さ
れ
た
。
清
新
な
青
春
小
説
と
し
て
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
と

な
り
、
映
画
化
も
五
度
を
数
え
る
ほ
か
、
各
国
語
に
翻
訳
さ
れ
、
三
島
由
紀
夫

の
代
表
作
と
し
て
長
く
愛
読
さ
れ
続
け
て
い
る
作
品
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
一

般
的
な
知
名
度
が
高
く
愛
好
者
も
多
い
作
品
で
は
あ
る
が
、
一
方
で
三
島
作
品

に
お
け
る
位
置
づ
け
や
評
価
と
い
う
点
で
は
や
や
微
妙
で
あ
る
。
高
評
も
あ
る

が
、「
認
識
と
行
為
」
と
い
っ
た
三
島
文
学
が
扱
う
メ
イ
ン
テ
ー
マ
か
ら
は
外

れ
る
通
俗
小
説
で
あ
る
と
か
、
作
り
物
と
し
て
の
限
界
を
述
べ
る
批
評
も
多
い

の
だ
。

　

後
述
す
る
よ
う
に
、
三
島
自
身
も
「
潮
騒
」
に
つ
い
て
は
他
作
品
と
の
違
い

を
認
め
て
い
る
の
だ
が
、
三
島
作
品
の
系
譜
の
中
へ
ど
の
よ
う
に
置
け
る
の
か

に
つ
い
て
は
再
考
の
余
地
が
あ
ろ
う
。
ま
た
、
こ
の
作
品
に
つ
い
て
は
、
三
島

の
ギ
リ
シ
ャ
体
験
や
ギ
リ
シ
ャ
古
小
説
で
あ
る
ロ
ン
ゴ
ス
「
ダ
フ
ニ
ス
と
ク
ロ

エ
」
と
の
比
較
も
な
さ
れ
、
モ
デ
ル
と
な
っ
た
神
島
の
現
地
調
査
等
も
近
年
行

わ
れ
て
き
て
い
る
。
さ
ら
に
、
結
末
部
分
が
そ
れ
ま
で
の
作
品
の
流
れ
を
遮
断

し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
指
摘
も
あ
っ
た
。

　

本
稿
で
は
、
こ
れ
ら
の
先
行
論
を
参
照
し
、
三
島
の
発
言
を
踏
ま
え
な
が
ら
、

「
潮
騒
」
の
〈
特
異
性
〉
を
、
性
（
ジ
ェ
ン
ダ
ー
／
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
）
と

語
り
の
観
点
か
ら
考
察
し
て
い
き
た
い
。「
潮
騒
」
の
語
り
手
が
ど
の
よ
う
に

異
性
愛
の
物
語
を
構
築
し
語
っ
て
い
る
の
か
、
舞
台
と
な
っ
た
歌
島
の
仮
構
や

結
末
部
な
ど
を
検
討
し
た
上
で
、
小
説
「
潮
騒
」
を
、〈
特
異
性
〉
の
縛
り
か

ら
解
き
ほ
ぐ
し
、
三
島
文
学
の
系
譜
の
中
に
配
置
し
直
し
て
み
た
い
と
考
え
て

い
る
。

　
　
　

一　
「
潮
騒
」
執
筆
前
後
の
三
島
由
紀
夫

　
「
潮
騒
」
執
筆
前
後
に
三
島
が
繰
り
返
し
述
べ
て
い
る
の
は
、
こ
の
小
説
が
、

直
前
に
書
か
れ
た
「
禁
色
」（
昭
和
二
六
〜
二
八
年
）
に
代
表
さ
れ
る
こ
れ
ま

で
の
彼
の
作
品
と
は
異
な
り
、《
既
成
道
徳
》
の
側
に
立
っ
て
描
い
た
《
幸
福



三島由紀夫『潮騒』論（有元） 36広島大学大学院文学研究科論集　第66巻37

二

な
物
語
》
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
単
行
本
「
潮
騒
」
の
「
あ
と

が
き
」
で
は
次
の
よ
う
に
言
う
。

　
　

 《　

私
は
一
篇
の
牧
歌
小
説
を
書
か
う
と
企
て
、
わ
が
ア
ル
カ
デ
ィ
ア
を

描
か
う
と
試
み
た
。
い
ふ
ま
で
も
な
く
現
実
の
日
本
の
そ
の
地
は
既
成
道

徳
が
生
き
永
ら
へ
て
ゐ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。「
禁
色
」
二
部
作
に
よ
つ
て
、

既
成
道
徳
と
の
対
決
の
困
難
を
味
は
ひ
つ
く
し
た
私
は
、
今
度
は
悪
魔
が

仏
陀
に
化
け
る
や
う
に
、
私
自
身
、
私
の
敵
手
で
あ
る
既
成
道
徳
に
化
け

変
つ
て
、
小
説
を
書
か
う
と
発
心
し
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
こ
の
小
説
は

反
ロ
ミ
オ
と
ジ
ュ
リ
エ
ッ
ト
的
な
も
の
で
あ
り
、
既
成
道
徳
の
帰
依
者
た

ち
乃
至
は
適
応
者
た
ち
の
幸
福
な
物
語
で
あ
り
、
ど
の
一
頁
に
も
デ
カ
ダ

ン
ス
の
影
も
と
ど
め
ぬ
小
説
で
あ
り
、
考
へ
ら
れ
る
か
か
ぎ
り
の
「
作
者

不
在
」
の
小
説
た
る
べ
き
で
あ
っ
た
。》

　
「
潮
騒
」
で
描
い
た
の
は
、
二
人
を
引
き
裂
く
世
間
に
抗
す
る
悲
劇
的
恋
愛

で
は
な
く
、
世
間
か
ら
祝
福
さ
れ
る
べ
き
《
既
成
道
徳
の
帰
依
者
》
た
ち
の
幸

福
な
愛
の
物
語
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。
三
島
文
学
の
特
色
に
つ
い
て
、
佐
伯
彰

一
は
、《
何
ら
か
の
心
理
的
、
生
理
的
、
ま
た
性
的
な
弱
点
に
よ
っ
て
、
ノ
ー

マ
ル
な
生
活
か
ら
、
人
間
関
係
か
ら
隔
て
ら
れ
、
拒
ま
れ
て
い
る
人
物
た
ち
の
、

抑
え
が
た
い
渇
望
、
衝
動
と
い
う
所
に
、
三
島
作
品
の
劇
的
な
動
力
が
す
え
ら

れ
て
い
た
。『
仮
面
の
告
白
』
の
「
私
」
に
お
け
る
ホ
モ
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
、

ま
た
『
金
閣
寺
』
の
主
人
公
に
お
け
る
「
吃
り
」
な
ど
、
い
ず
れ
も
そ
う
し
た

顕
著
な
そ
し
て
小
説
的
に
成
功
し
た
実
例
で
あ
り
、一
見
例
外
人
た
る
彼
ら
に
、

人
間
的
な
手
ご
た
え
を
あ
た
え
て
い
た
も
の
は
、
じ
つ
は
こ
う
し
た
、
現
実
へ

の
飢
渇
、
そ
こ
か
ら
生
ず
る
必
死
の
身
も
だ
え
に
も
似
た
現
実
接
近
の
努
力
で

は
な
か
っ
た
ろ
う
か
》
と
述
べ
て
い
る（
１
）。
佐
伯
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
三
島
文

学
の
特
質
は
、
そ
の
ア
ウ
ト
ロ
ー
性
に
あ
り
、
現
実
社
会
か
ら
疎
外
さ
れ
て
い

る
と
感
じ
た
者
の
苦
し
み
と
自
己
を
疎
外
す
る
社
会
へ
の
抵
抗
を
描
く
こ
と
に

あ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
限
り
に
お
い
て
、
作
者
自
身
が
《
既
成
道
徳
》
の
側
に

立
つ
と
い
う
「
潮
騒
」
は
、
や
は
り
三
島
文
学
の
中
で
特
異
な
位
置
を
占
め
る

と
言
え
る
だ
ろ
う
。

　
「
禁
色
」
と
「
潮
騒
」
を
対
照
的
に
捕
え
る
見
方
を
も
う
少
し
呈
示
し
て
お

こ
う
。「
十
八
歳
と
三
十
四
歳
の
肖
像
画
」（
昭
和
三
四
年
）
で
は
、
少
年
時
代

か
ら
自
分
を
苦
し
め
て
き
た
《
気
質
》
の
表
現
過
程
を
自
作
の
流
れ
に
沿
っ
て

通
観
し
て
い
る
。

　
　

 《　

私
の
人
生
が
は
じ
ま
つ
た
。
私
は
自
分
の
気
質
を
徹
底
的
に
物
語
化

し
て
、
人
生
を
物
語
の
中
に
埋
め
て
し
ま
は
う
と
い
ふ
不
逞
な
試
み
を
抱

い
た
。（「
禁
色
」
第
一
部 1951 

・
第
二
部 1953 

）

　
　

 　

こ
ん
な
試
み
の
あ
と
で
は
、
何
か
ら
何
ま
で
自
分
の
反
対
物
を
作
ら
う

と
い
ふ
気
を
起
し
、全
く
私
の
責
任
に
帰
せ
ら
れ
な
い
思
想
と
人
物
と
を
、

た
だ
言
語
だ
け
で
組
み
立
て
よ
う
と
い
ふ
考
へ
の
擒
に
な
つ
た
。（「
潮
騒
」

1954
）》
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三

　

長
く
苦
し
ん
で
き
た
《
気
質
》
と
は
、
一
般
的
に
は
鋭
敏
な
感
受
性
だ
と
捉

え
て
よ
か
ろ
う
が
、〈
同
性
愛
〉
指
向
に
対
す
る
苦
し
み
の
謂
だ
と
見
る
こ
と

も
可
能
だ
ろ
う
。
橋
本
治
は
、《『
禁
色
』
に
お
け
る
《
氣
質
》
は
、「
同
性
愛

へ
の
嗜
好
」
と
ほ
ぼ
同
義
だ
っ
た
》
と
し
、「
仮
面
の
告
白
」
や
「
愛
の
渇
き
」

で
は
《
愛
す
る
男
を
殺
し
た
い
》
と
い
う
欲
望
と
し
て
表
れ
て
い
る
こ
と
を
指

摘
し
て
い
る（
２
）。
こ
う
し
た
読
解
に
よ
れ
ば
、《
何
か
ら
何
ま
で
自
分
の
反
対
物

を
作
ら
う
と
い
ふ
気
を
起
し
》
て
書
か
れ
た
と
い
う
「
潮
騒
」
は
、「
仮
面
の

告
白
」
や
「
禁
色
」
に
み
ら
れ
た
性
の
苦
し
み
を
反
転
さ
せ
た
知
的
遊
戯
的
作

品
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
。

　

同
性
愛
に
触
れ
な
が
ら
「
潮
騒
」
に
つ
い
て
書
か
れ
た
も
の
と
し
て
、
他
に

「
潮
騒
」
の
執
筆
中
に
川
端
康
成
に
宛
て
た
書
簡
が
残
さ
れ
て
い
る（
３
）。

　
　

 《
僕
は
も
う
男
色
物
は
書
き
た
い
だ
け
書
き
ま
し
た
か
ら
、
こ
れ
で
打
切

り
、
今
後
は
健
康
な
小
説
ば
か
り
書
か
う
と
存
じ
ま
す
が
、
こ
れ
か
ら
が

本
当
の
冒
険
で
、
綱
渡
り
で
す
。
生
命
保
険
に
で
も
入
ら
ね
ば
な
り
ま
す

ま
い
。》（
昭
和
二
八
年
一
〇
月
一
七
日
）

　
《
男
色
物
は
書
き
た
い
だ
け
書
き
ま
し
た
か
ら
、
こ
れ
で
打
切
り
》
と
三
島

は
書
く
。
た
し
か
に
、「
仮
面
の
告
白
」「
禁
色
」
な
ど
の
主
要
テ
ー
マ
だ
っ
た

同
性
愛
は
、「
潮
騒
」
以
降
、
正
面
か
ら
扱
わ
れ
る
こ
と
は
な
く
な
る
。《
男
色

物
》
か
ら
《
健
康
な
》
異
性
愛
小
説
へ
と
転
じ
て
い
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
、
松

本
徹
は
、《
こ
の
漁
師
の
若
者
は
、
じ
つ
は
女
性
恐
怖
か
ら
も
同
性
愛
か
ら
も

癒
え
た
悠
一
（
引
用
者
注　
『
禁
色
』
の
主
人
公
）
と
言
っ
て
よ
い
の
で
は
な

い
か
》、《
こ
の
作
品
を
書
い
た
、
作
家
三
島
の
内
的
な
理
由
は
、
ま
さ
し
く
そ

の
健
や
か
さ
に
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。『
禁
色
』が
終
わ
っ
た
と
こ
ろ
か
ら
先
の
、

悠
一
の
あ
る
べ
き
像
を
描
き
出
し
た
の
で
あ
る
》
と
述
べ
て
い
る（
４
）。
興
味
深
い

指
摘
で
あ
る
が
、
松
本
は
同
著
の
な
か
で
「
潮
騒
」
に
つ
い
て
詳
述
は
し
て
お

ら
ず
、
こ
の
問
題
を
さ
ら
に
検
討
し
て
み
た
い
。

　
　
　

二　
〈
同
性
愛
の
純
粋
性
〉か
ら〈
社
会
に
包
ま
れ
た
異
性
愛
〉へ

　

つ
づ
い
て
、「
潮
騒
」
刊
行
よ
り
一
〇
年
後
の
ラ
ジ
オ
番
組
「
国
語
研
究  

作
家
訪
問　

三
島
由
紀
夫
」
を
聞
い
て
み
よ
う（
５
）。
男
女
高
校
生
が
三
島
に
イ
ン

タ
ビ
ュ
ー
し
た
も
の
で
、
世
故
と
遠
慮
の
あ
る
大
人
と
違
い
、
聞
き
手
が
率
直

で
あ
る
だ
け
に
極
め
て
興
味
深
い
。
や
や
長
く
は
な
る
が
、
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
の

結
末
部
分
を
活
字
化
し
て
お
き
た
い
。

　

《
男 

子
高
校
生　

で
、
ま
あ
、
愛
の
こ
と
な
ん
で
す
け
ど
。
先
生
、
な
ん
か

か
な
り
と
り
あ
げ
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
よ
う
に
思
う
ん
で
す
け
ど
、
同
性

愛
で
す
ね
。
あ
あ
い
っ
た
も
の
を
、
僕
た
ち
、
非
常
に
生
理
的
な
嫌
悪

で
も
っ
て
臨
む
ん
で
す
け
ど
。
あ
そ
こ
に
、
先
生
は
、
愛
の
一
つ
の
完

成
さ
れ
た
も
の
を
見
い
だ
し
て
い
る
よ
う
な
気
が
し
な
い
で
も
な
い
の

で
す
が
、
ど
う
な
ん
で
し
ょ
う
か
。

　
　

三 
島　

必
ず
し
も
そ
う
じ
ゃ
な
い
け
れ
ど
も
、
つ
ま
り
、
愛
の
形
っ
て
も

の
が
ね
、
公
認
さ
れ
ち
ゃ
う
と
純
粋
で
な
く
な
る
と
い
う
こ
と
を
、
僕
、
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四

い
つ
も
考
え
ま
す
ね
。
さ
っ
き
も
言
っ
た
よ
う
に
、た
と
え
ば
「
愛
」
っ

て
い
う
も
の
が
、
あ
ん
ま
り
今
、
世
間
で
言
わ
れ
て
、
週
刊
誌
で
言
わ

れ
て
、
女
性
雑
誌
で
言
わ
れ
て
ね
、
そ
し
て
、
そ
の
公
然
と
し
た
公
明

正
大
な
「
愛
」
を
自
分
た
ち
が
持
っ
て
い
る
と
考
え
る
と
き
に
ね
、
自

然
に
そ
の
「
愛
」
っ
て
も
の
が
、
世
間
の
作
っ
た
枠
の
中
に
は
ま
っ
て

い
る
こ
と
が
あ
る
で
し
ょ
。そ
れ
は
も
う
既
製
品
で
す
よ
ね
、ス
ー
パ
ー

マ
ー
ケ
ッ
ト
で
売
っ
て
い
る
「
愛
」
で
す
よ
ね
。
だ
け
ど
、
同
性
愛
っ

て
い
う
も
の
は
、
許
さ
れ
な
い
と
か
、
世
間
か
ら
嫌
悪
の
目
で
見
ら
れ

る
と
か
、
そ
う
い
う
恐
怖
感
が
あ
る
か
ら
、
そ
れ
だ
け
人
間
の
愛
の
形

と
し
て
純
粋
で
あ
り
得
る
、
と
い
う
よ
う
な
考
え
で
僕
は
書
い
て
き
た

わ
け
だ
。

　
　
　

 　

最
近
は
、
だ
け
ど
必
ず
し
も
そ
う
考
え
な
く
な
っ
て
き
た
。
と
い
う

の
は
、
同
性
愛
自
体
も
最
近
は
か
な
り
ね
、
普
遍
化
さ
れ
て
き
て
、
そ

う
い
う
ふ
う
な
目
で
見
ら
れ
な
く
な
っ
て
き
て
い
る
と
こ
ろ
が
あ
る
で

し
ょ
。
そ
う
す
る
と
も
う
、
同
性
愛
自
体
に
も
、
非
常
に
不
純
な
形
も

混
じ
れ
ば
で
す
ね
、
そ
れ
か
ら
孤
独
感
も
薄
ま
っ
て
、
だ
ん
だ
ん
そ
う

で
な
く
な
っ
て
く
る
で
し
ょ
う
ね
。
そ
れ
は
同
性
愛
に
と
っ
て
は
い
い

こ
と
だ
け
ど
、文
学
に
と
っ
て
は
だ
ん
だ
ん
面
白
く
な
く
な
る
こ
と
だ
、

ね
。

　
　
　

 　

文
学
っ
て
い
う
の
は
、
そ
う
い
う
ふ
う
に
い
つ
も
、
認
め
ら
れ
な
い

も
の
、
人
か
ら
嫌
が
ら
れ
る
も
の
と
か
、
嫌
悪
さ
れ
る
も
の
と
か
、
の

け
も
の
に
さ
れ
る
も
の
の
中
に
純
粋
さ
を
見
つ
け
出
し
て
ね
、
や
っ

て
っ
て
、そ
れ
で
人
間
の
本
当
の
姿
を
探
そ
う
と
思
う
も
ん
だ
か
ら
ね
。

　
　

男
子
高
校
生　

た
し
か
に
多
少
、
露
悪
的
で
す
ね
。

　
　

三 

島　

そ
れ
は
露
悪
的
で
す
。
一
般
か
ら
言
え
ば
ね
。
大
江
君
な
ん
か
非

常
に
そ
れ
を
や
っ
て
い
る
わ
け
だ
ね
。
大
江
健
三
郎
な
ん
か
。

　
　

女 

子
高
校
生　

で
も
、「
愛
」
っ
て
い
う
の
は
、
当
人
た
ち
が
一
生
懸
命

に
な
っ
て
、
自
分
た
ち
は
通
俗
的
な
も
の
じ
ゃ
な
い
、
自
分
た
ち
は
例

外
だ
っ
て
気
づ
い
た
と
き
、本
物
っ
て
言
っ
て
い
い
ん
じ
ゃ
な
い
で
す
か
。

　
　

三 

島　

し
か
し
、
恋
愛
だ
っ
て
思
う
も
の
に
は
、
社
会
的
な
力
が
い
つ
も

働
い
て
い
ま
す
か
ら
ね
。
近
松
の
恋
人
た
ち
っ
て
い
う
の
は
世
間
か
ら

絶
対
に
許
さ
れ
な
い
愛
で
し
ょ
、
あ
の
当
時
は
。
恋
愛
っ
て
い
う
の
は

そ
れ
自
体
が
許
さ
れ
な
い
も
の
で
し
ょ
。
そ
れ
で
、
心
中
し
な
き
ゃ
な

ら
な
い
よ
う
な
、
ギ
リ
ギ
リ
の
愛
情
で
す
か
ら
ね
。
そ
う
す
る
と
、
社

会
と
愛
っ
て
い
う
の
は
、
い
つ
も
対
立
す
る
形
の
と
き
に
美
し
い
ん
で

ね
。
た
と
え
自
分
た
ち
が
恋
愛
的
な
愛
だ
と
思
っ
て
て
も
、
た
と
え
ば

二
人
が
ど
っ
か
の
ア
パ
ー
ト
へ
逃
げ
て
で
す
ね
、
そ
こ
で
生
活
が
で
き

れ
ば
、も
う
そ
れ
は
「
社
会
の
中
の
愛
」
だ
よ
ね
。
だ
け
ど
、文
学
者
っ

て
、昔
か
ら
な
る
た
け
社
会
の
中
の
そ
う
い
う
愛
っ
て
書
き
た
く
な
い
、

で
来
た
わ
け
だ
。

　
　
　

 　

僕
の
作
品
で
、
一
つ
だ
け
例
外
は
「
潮
騒
」
な
ん
だ
け
れ
ど
も
、
社

会
の
中
で
、
完
全
に
「
愛
」
が
ね
、
包
ま
れ
た
愛
の
美
し
さ
っ
て
い
う

の
が
あ
る
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
を
、あ
れ
で
書
い
た
わ
け
ね
。
他
の
、

あ
れ
以
外
の
小
説
は
、
僕
は
全
部
、
孤
独
な
、
社
会
か
ら
は
じ
き
出
さ
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五

れ
た
よ
う
な
も
の
と
し
か
扱
っ
て
な
い
わ
け
だ
。「
潮
騒
」
の
場
合
は
、

社
会
の
方
が
、
古
代
み
た
い
な
、
そ
う
い
う
社
会
で
、
日
本
の
農
村
に

実
際
に
あ
る
か
ど
う
か
、
農
漁
村
に
実
際
に
あ
る
か
ど
う
か
は
わ
か
ら

な
い
。
そ
う
い
う
も
の
を
設
定
し
と
い
て
、
そ
れ
か
ら
純
粋
さ
っ
て
い

う
も
の
を
、
僕
は
く
っ
つ
け
た
わ
け
だ
。

　
　
　

 　

い
つ
も
、
ど
っ
ち
か
の
そ
の
、
バ
ラ
ン
ス
・
オ
ブ
・
パ
ワ
ー
で
す
よ

ね
。
恋
愛
っ
て
の
は
。》

　

質
問
す
る
男
子
高
校
生
が
同ホ
モ
フ
ォ
ビ
ア

性
愛
嫌
悪
を
公
然
と
表
出
し
て
は
ば
か
ら
な
い

こ
と
に
、
ま
ず
驚
か
さ
れ
る
。
こ
の
高
校
生
は
、
引
用
箇
所
以
前
に
も
、《
女
っ

て
考
え
る
の
か
し
ら
。》、《
も
と
も
と
考
え
る
能
力
に
欠
け
て
て
、
女
性
は
そ

れ
で
い
い
。》、《
女
性
と
い
う
の
は
、
愛
な
ん
て
考
え
ず
に
、
愛
さ
れ
る
よ
う

に
で
き
て
い
る
。》
と
い
っ
た
女ミ
ソ
ジ
ニ
ー

性
嫌
悪
な
発
言
も
繰
り
返
し
て
お
り
、
そ
う

し
た
発
言
が
公
共
放
送
の
中
で
許
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
む
し
ろ
そ
れ
が
粋
で
聴

取
者
を
代
表
す
る
感
覚
だ
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
、
四
〇
年
の
時
間
の
隔
て
を

感
じ
さ
せ
ら
れ
る
。
現
在
で
も
内
心
同
感
し
て
い
る
者
は
い
る
だ
ろ
う
が
、
セ

ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
に
関
す
る
理
解
が
進
み
、
カ
ミ
ン
グ
ア
ウ
ト
が
相
次
ぐ
今
、

あ
か
ら
さ
ま
に
標
榜
す
る
者
は
さ
す
が
に
少
数
だ
ろ
う
。
こ
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー

は
、
三
島
が
活
躍
し
て
い
た
時
代
に
お
け
る
社
会
通
念
、
同
性
愛
や
女
性
へ
の

感
覚
を
我
々
に
再
確
認
さ
せ
て
く
れ
る
好
個
の
教
材
だ
と
言
え
よ
う
。

　

エ
リ
ー
ト
の
卵
た
る
若
い
世
代
に
、
あ
か
ら
さ
ま
に
投
げ
か
け
ら
れ
た
同
性

愛
嫌
悪
。
三
島
も
、
引
用
部
以
前
の
男
子
高
校
生
の
女
性
蔑
視
発
言
に
対
し
て

は
、《
僕
も
ど
っ
ち
か
と
い
う
と
そ
の
考
え
に
近
い
方
だ
け
ど
》
な
ど
と
調
子

を
合
わ
せ
て
い
た
だ
け
に
、
思
い
が
け
な
い
と
こ
ろ
か
ら
《
既
成
道
徳
》
の
強

固
さ
に
直
面
し
冷
や
水
を
か
け
ら
れ
た
気
分
だ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

そ
し
て
、
今
日
で
は
同
性
愛
へ
の
抵
抗
感
は
無
く
な
り
つ
つ
あ
る
こ
と
を
や
ん

わ
り
と
指
摘
し
つ
つ
も
、
同
性
愛
が
世
間
か
ら
糾
弾
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
た
め

に
《
人
間
の
愛
の
形
と
し
て
純
粋
で
あ
り
得
る
》
た
め
に
作
品
化
し
て
き
た
の

だ
と
語
る
。
こ
こ
で
は
同
性
愛
を
扱
う
こ
と
を
単
な
る
性
的
指
向
の
問
題
・
セ

ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
の
問
題
だ
と
回
答
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
の
で
あ
っ
て
、

も
ち
ろ
ん
社
会
へ
の
抵
抗
と
い
う
側
面
は
真
実
で
は
あ
る
だ
ろ
う
が
、
い
く
ぶ

ん
か
の
韜
晦
を
含
ま
ざ
る
を
え
な
い
だ
ろ
う
。

　

つ
づ
い
て
、
文
学
が
描
く
愛
は
社
会
へ
の
抵
抗
の
形
を
と
る
こ
と
で
純
粋
に

な
る
の
だ
と
、
同
性
愛
と
い
う
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
か
ら
愛
の
問
題
へ
と
一
般

化
さ
れ
、
そ
の
延
長
上
に
、
自
分
が
描
い
た
唯
一
の
例
外
作
品
と
し
て
「
潮
騒
」

が
配
置
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、「
潮
騒
」
と
は
、現
実
に
は
あ
り
え
な
い
《
古
代
》

の
よ
う
な
社
会
を
設
定
し
、
そ
の
〈
理
想
的
社
会
の
中
に
包
ま
れ
た
愛
の
美
し

さ
〉
を
描
い
た
の
だ
、と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
で
も
、「
潮
騒
」

は
、
そ
れ
以
前
の
同
性
愛
を
テ
ー
マ
と
し
た
作
品
を
相
対
化
す
る
も
の
と
し
て

と
ら
え
ら
れ
て
い
る
。

　

社
会
の
中
に
包
ま
れ
た
愛
を
描
く
「
潮
騒
」
成
立
に
、
三
島
が
昭
和
二
六
〜

二
七
年
の
半
年
弱
、
初
め
て
の
世
界
一
周
旅
行
を
体
験
し
た
こ
と
、
い
わ
ゆ
る

〈
ギ
リ
シ
ャ
体
験
〉
が
あ
っ
た
こ
と
は
広
く
知
ら
れ
て
い
る
。
初
め
て
《
眷
恋

の
地
》
で
あ
る
ギ
リ
シ
ャ
に
降
り
立
っ
た
三
島
の
高
揚
感
・
恍
惚
感
を
つ
づ
っ
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六

た
紀
行
文
「
ア
ポ
ロ
の
杯
」（
昭
和
二
七
年
）
な
ど
も
、
繰
り
返
し
引
用
さ
れ

て
き
た
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
別
稿
で
詳
述
し
た
い
が
、〈
ギ
リ
シ
ャ
体
験
〉
が
、

鋭
敏
な
感
受
性
と
性
的
指
向
の
両
面
か
ら
な
る
《
気
質
》
に
苦
し
め
ら
れ
続
け

て
い
た
三
島
に
と
っ
て
、
そ
れ
ら
す
べ
て
を
解
放
す
る
陶
酔
が
与
え
ら
れ
た
と

表
明
し
て
い
る
こ
と
だ
け
は
確
認
し
て
お
こ
う
。
さ
ら
に
、
竹
松
良
明
が
、《
三

島
の
同
性
愛
感
覚
の
発
露
が
ギ
リ
シ
ャ
と
い
う
又
と
な
い
媒
介
を
通
し
て
、
今

後
の
芸
術
世
界
の
確
か
な
開
花
を
予
言
さ
せ
て
い
る
》
と
述
べ
て
い
る
こ
と
も

留
意
し
て
お
き
た
い（
６
）。

　
「
潮
騒
」
は
、
こ
う
し
た
解
放
感
を
与
え
た
ギ
リ
シ
ア
か
ら
の
帰
国
後
、
倉

卒
に
お
土
産
小
説
と
し
て
書
か
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
時
間
を
お
い
て
慎
重
な

準
備
の
末
に
書
か
れ
た
小
説
な
の
で
あ
る
。
ホ
モ
フ
ォ
ビ
ア
の
あ
る
現
在
の
日

本
と
い
う
《
既
成
道
徳
》
社
会
に
お
い
て
、
社
会
の
中
に
包
ま
れ
た
愛
を
描
こ

う
と
す
れ
ば
同
性
愛
で
は
な
く
、異
性
愛
と
し
て
描
く
し
か
な
い
だ
ろ
う
。「
ダ

フ
ニ
ス
と
ク
ロ
エ
」
の
骨
子
を
借
り
た
牧
歌
的
小
説
と
し
て
、「
潮
騒
」
の
世

界
は
仮
構
さ
れ
て
い
く
。

　
　
　

三　

共
同
体
・
歌
島
の
仮
構

　

三
島
は
、「
潮
騒
」
で
は
、〈
社
会
の
中
に
完
全
に
包
ま
れ
た
愛
の
美
し
さ
〉

を
書
い
た
と
話
し
て
い
た
。
一
方
で
《「
潮
騒
」
の
場
合
は
、
社
会
の
方
が
、

古
代
み
た
い
な
、
そ
う
い
う
社
会
》
で
、
日
本
の
《
農
漁
村
に
実
際
に
あ
る
か

ど
う
か
は
わ
か
ら
な
い
》
と
も
述
べ
て
お
り
、
モ
デ
ル
と
な
っ
た
神
島
そ
の
も

の
を
写
実
的
に
描
い
た
の
で
は
な
く
、
歌
島
と
は
虚
構
さ
れ
た
舞
台
で
あ
る
こ

と
も
言
明
し
て
い
る（
７
）。

　

新
治
と
初
江
の
関
係
が
育
ま
れ
て
い
く
「
歌
島
」
の
仮
構
に
つ
い
て
は
既
に

諸
氏
の
指
摘
が
あ
る
が
、
そ
れ
ら
も
含
め
て
ま
と
め
て
お
く
。

　

一
つ
は
、
人
と
自
然
と
が
、
新
治
と
歌
島
と
が
、
調
和
し
一
体
化
し
て
い
る

と
い
う
こ
と
だ
。
新
治
は
、《
若
者
は
彼
を
と
り
ま
く
こ
の
豊
饒
な
自
然
と
、

彼
自
身
と
の
無
上
の
調
和
を
感
じ
》（
六
）て
い
る
と
語
り
手
は
言
う
。
作
中
で
、

新
治
が
《
若
者
》
と
表
現
さ
れ
、初
江
が
《
娘
》《
少
女
》
と
表
現
さ
れ
る
の
も
、

固
有
名
の
常
用
に
よ
る
個
性
と
内
面
の
過
剰
な
想
起
を
は
ぎ
取
り
、
自
然
と
一

体
化
し
た
人
物
の
織
り
な
す
牧
歌
的
物
語
の
面
を
印
象
づ
け
る
た
め
で
あ
ろ
う
。

　

歌
島
は
、
小
説
冒
頭
《
歌
島
は
人
口
千
四
百
、
周
囲
一
里
に
充
た
な
い
小
島

で
あ
る
》（
一
）
と
紹
介
さ
れ
る
。《
歌
島
に
眺
め
の
も
つ
と
も
美
し
い
場
所
が

二
つ
あ
る
。
一
つ
は
島
の
頂
き
ち
か
く
、
北
西
に
む
か
つ
て
建
て
ら
れ
た
八
代

神
社
で
あ
る
》。四
辺
を
海
に
囲
ま
れ
た
孤
島
で
島
の
自
然
と
一
体
化
し
た
人
々

は
、
島
に
あ
る
八
代
神
社
の
海
神
を
厚
く
信
仰
し
て
い
る
。
主
人
公
の
新
治
も

そ
の
一
人
で
あ
り
、《
い
つ
か
わ
た
く
し
の
や
う
な
者
に
も
、
気
立
て
の
よ
い
、

美
し
い
花
嫁
が
授
か
り
ま
す
や
う
に
！
…
…
た
と
へ
ば
宮
田
照
吉
の
と
こ
ろ
へ

か
へ
つ
て
来
た
娘
の
や
う
な
…
…
》（
三
）
と
い
う
物
語
冒
頭
で
の
新
治
の
祈

願
が
、《
神
々
の
加
護
は
一
度
で
も
か
れ
ら
の
身
を
離
れ
た
た
め
し
は
な
か
つ

た
こ
と
》、《
闇
に
包
ま
れ
て
ゐ
る
こ
の
小
さ
な
島
が
、
か
れ
ら
の
幸
福
を
守
り
、

か
れ
ら
の
恋
を
成
就
さ
せ
て
く
れ
た
と
い
ふ
こ
と
》（
一
六
）と
し
て
叶
え
ら
れ
、

人
が
神
に
感
謝
す
る
こ
と
で
物
語
の
結
構
が
整
う
。
自
然
に
包
ま
れ
た
登
場
人

物
た
ち
が
島
の
神
の
加
護
に
よ
っ
て
恋
愛
を
成
就
さ
せ
る
の
が
、「
潮
騒
」
の
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七

縦
糸
と
な
っ
て
い
る
の
だ（
８
）。

　

小
説
冒
頭
の
歌
島
紹
介
で
は
、《
眺
め
の
も
つ
と
も
美
し
い
も
う
一
つ
の
場

所
は
、
島
の
東
山
の
頂
き
に
近
い
灯
台
》（
一
）
だ
と
さ
れ
る
。
灯
台
か
ら
は

太
平
洋
が
一
望
さ
れ
、
遠
く
富
士
も
望
め
る
。
名
古
屋
や
四
日
市
を
入
港
・
出

港
す
る
船
を
見
守
る
灯
台
は
、
四
辺
を
海
に
囲
ま
れ
独
立
し
た
島
と
外
の
世
界

と
を
結
ぶ
存
在
で
あ
る
。
新
治
は
、
初
江
と
遭
っ
た
の
を
契
機
に
、《
水
平
線

上
の
夕
雲
の
前
を
走
る
一
艘
の
白
い
貨
物
船
の
影
》（
二
）
に
《
未
知
の
世
界
》

を
感
じ
、
外
界
へ
の
関
心
を
持
つ
こ
と
に
な
る
。
物
語
の
進
展
に
つ
れ
、
新
治

は
、《
島
を
離
れ
た
い
と
切
に
思
つ
て
ゐ
る
自
分
》（
一
四
）
に
気
づ
き
、
最
終

的
に
外
洋
に
出
て
手
柄
を
た
て
て
戻
っ
て
き
た
と
き（
９
）、
新
治
に
は
《
ふ
し
ぎ
な

自
足
感
》
が
あ
り
、《『
俺
は
あ
の
船
の
行
方
を
知
つ
て
ゐ
る
。
船
の
生
活
も
、

そ
の
艱
難
も
、
み
ん
な
知
つ
て
ゐ
る
ん
だ
』》、《
力
の
限
り
引
い
た
あ
の
命
綱

の
重
み
》
に
よ
っ
て
《
か
つ
て
は
遠
く
に
眺
め
た
あ
の
「
未
知
」
に
、
た
し
か

に
一
度
、新
治
は
そ
の
堅
固
な
掌
で
触
つ
た
》（
一
五
）
と
感
じ
る
の
で
あ
る
。

　

小
説
冒
頭
の
テ
ク
ス
ト
に
は
、
八
代
神
社
に
象
徴
さ
れ
る
、
空
間
的
に
隔
絶

し
た
小
島
の
内
に
あ
っ
て
神
の
加
護
の
も
と
に
充
足
し
た
生
と
、
灯
台
に
象
徴

さ
れ
る
、
外
の
世
界
に
出
て
行
こ
う
と
す
る
願
望
と
が
埋
め
込
ま
れ
て
い
る
。

歌
島
の
自
然
と
人
の
調
和
の
モ
チ
ー
フ
の
も
と
、
新
治
に
は
そ
の
二
つ
の
要
素

が
彫
り
込
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

歌
島
の
二
つ
の
要
素
を
呈
示
し
て
い
る
の
は
語
り
手
で
あ
る
。「
潮
騒
」
の

語
り
手
は
、
物
語
世
界
外
に
あ
り
、
新
治
や
初
江
に
寄
り
添
い
つ
つ
も
、
す
べ

て
を
知
悉
し
て
、
物
語
を
進
行
さ
せ
て
い
く（
10。）

語
り
手
は
自
ら
の
判
断
を
饒
舌

に
述
べ
る
と
と
も
に
、《
す
る
と
少
女
の
返
事
は
、
実
に
無
邪
気
な
返
事
だ
つ

た
が
、
お
ど
ろ
く
べ
き
も
の
で
あ
つ
た
》（
八
）（
傍
線
引
用
者
、
以
下
同
じ
）

と
い
っ
た
驚
き
の
感
覚
を
語
る
。《
そ
れ
か
ら
安
夫
が
黙
つ
て
は
じ
め
た
こ
と

は
、
何
か
義
務
観
念
に
と
ら
は
れ
て
ゐ
る
や
う
で
、
ま
こ
と
に
可
笑
し
か
つ
た
》

（
九
）
と
い
っ
た
安
夫
や
千
代
子
へ
の
揶
揄
も
示
す
。
語
り
手
は
実
体
化
さ
れ

て
は
い
な
い
が
、
判
断
し
感
覚
を
も
っ
た
も
の
と
し
て
作
中
に
機
能
し
て
い
る

の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
共
同
体
の
側
に
よ
り
そ
い
、
都
会
の
側
に
近
い
安
夫
や

千
代
子
を
揶
揄
し
な
が
ら
、
語
り
進
め
て
い
く
。
ま
た
、
ど
ち
ら
か
と
言
え
ば
、

神
の
加
護
や
自
然
と
の
調
和
を
表
層
に
、新
治
の
外
へ
の
指
向
は
底
流
と
し
て
、

語
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。

　
　
　

四　

共
同
体
に
包
ま
れ
た
愛

　

と
ま
れ
、
こ
う
し
た
二
つ
の
性
格
を
も
た
さ
れ
た
歌
島
の
中
で
、「
ダ
フ
ニ

ス
と
ク
ロ
エ
」
を
翻
案
し
、
若
者
と
娘
の
恋
愛
が
始
ま
っ
て
い
く
。
初
江
と
初

め
て
会
っ
た
夜
、《
寝
つ
き
の
よ
い
新
治
が
、
床
に
入
つ
て
か
ら
い
つ
ま
で
も

目
が
さ
え
て
ゐ
る
と
い
ふ
妙
な
事
態
が
起
》
こ
り
、《
一
度
も
病
気
を
し
た
こ

と
の
な
い
若
者
は
、こ
れ
が
病
気
と
い
ふ
も
の
で
は
な
い
か
と
怖
》（
二
）れ
る
。

恋
と
い
う
も
の
を
予
め
概
念
と
し
て
知
ら
な
い
若
者
が
、
全
く
未
知
の
体
験
と

し
て
異
性
と
直
面
す
る
様
子
が
描
か
れ
て
い
る
。
そ
の
こ
と
が
も
う
少
し
あ
と

で
説
明
さ
れ
る
。《
多
く
の
刺
戟
に
触
発
さ
れ
る
都
会
の
少
年
の
環
境
と
は
ち

が
つ
て
、
歌
島
に
は
、
一
軒
の
パ
チ
ン
コ
屋
も
、
一
軒
の
酒
場
も
、
一
人
の
酌

婦
も
な
か
つ
た
》（
二
）、《
都
会
の
少
年
は
ま
づ
小
説
や
映
画
か
ら
恋
愛
の
作
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八

法
を
学
ぶ
が
、
歌
島
に
は
お
よ
そ
模
倣
の
対
象
が
な
か
つ
た
。
そ
こ
で
新
治
は

観
的
哨
か
ら
灯
台
ま
で
の
あ
の
貴
重
な
二
人
き
り
の
時
間
に
、
何
を
な
す
べ
き

で
あ
つ
た
か
、
思
ひ
出
し
て
も
見
当
が
つ
か
な
か
つ
た
》（
五
）。
無
知
で
、
本

を
読
ま
な
い
人
物
と
し
て
設
定
さ
れ
た
新
治
は
、
ま
っ
た
く
未
知
の
状
態
か
ら

恋
へ
入
っ
て
い
く
の
で
あ
る（
11。）

　

こ
う
し
た
点
で
、
こ
れ
は
、
同
じ
作
家
の
「
仮
面
の
告
白
」
と
対
を
な
し
て

い
る
こ
と
が
明
瞭
だ
ろ
う
。《
浪
曼
的
な
物
語
の
耽
読
か
ら
、
ま
る
で
世
間
し

ら
ず
の
少
女
の
や
う
に
、
男
女
の
恋
や
結
婚
と
い
ふ
も
の
に
あ
ら
ゆ
る
都
雅
な

夢
を
託
し
て
ゐ
た
》（
二
）「
仮
面
の
告
白
」
の
〈
私
〉
は
、
例
え
ば
バ
ス
の
車

掌
に
対
し
て
全
く
肉
感
的
な
魅
力
を
感
じ
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
い
っ
ぱ
し

の
口
を
き
い
て
同
級
生
た
ち
を
驚
か
せ
る
。
あ
ら
か
じ
め
知
識
と
し
て
恋
愛
を

知
り
す
ぎ
た
〈
私
〉
が
、
そ
の
後
、
精
神
的
な
愛
の
あ
る
異
性
へ
の
性
欲
を
感

じ
ら
れ
ず
苦
し
む
様
相
を
記
述
し
た
小
説
が
「
仮
面
の
告
白
」
だ
っ
た
の
で
あ

る（
12。）

　
「
潮
騒
」
に
戻
ろ
う
。
海
岸
で
の
接
吻
の
あ
と
、
二
人
は
嵐
の
日
に
裸
で
抱

き
合
う
。
名
高
い
観
的
哨
の
焚
火
の
場
面
で
あ
る
（
八
）。
と
こ
ろ
が
、
二
人

の
関
係
は
、
肉
体
的
に
そ
れ
以
上
に
は
進
展
し
な
い
。《「
い
ら
ん
、
い
ら
ん
。

…
…
嫁
入
り
前
の
娘
が
そ
ん
な
こ
と
し
た
ら
い
か
ん
の
や
」》
と
い
う
初
江
の

《
道
徳
的
な
言
葉
》
の
前
に
、
新
治
は
簡
単
に
断
念
し
、
語
り
手
は
、《
新
治
の

心
に
は
、
道
徳
的
な
事
柄
に
た
い
す
る
や
み
く
も
な
敬
虔
さ
が
あ
つ
た
》
と
解

説
す
る
。

　

こ
う
し
た
《
道
徳
》
に
、
当
時
、
文
部
省
が
進
め
て
い
た
〈
純
潔
政
策
〉
に

基
づ
く
婚
前
交
渉
の
否
定
の
反
映
を
み
る
論
者
も
い
る（
13。）

ま
た
、
赤
川
学
に
よ

れ
ば
、《
一
九
一
〇
〜
二
〇
年
代
に
、
女
性
の
（
婚
前
の
）
純
潔
、
処
女
性
に

対
す
る
価
値
が
増
大
》
し
、
一
九
六
〇
年
代
に
入
る
と
、《「
結
婚
す
る
ま
で
は

男
性
も
女
性
も
純
潔
で
あ
る
べ
き
だ
」
と
い
う
規
範
と
、「
愛
し
合
っ
て
い
れ

ば
婚
前
性
交
も
可
」
と
い
う
規
範
と
が
併
存
し
、
し
か
も
そ
の
ど
ち
ら
か
一
方

が
優
勢
に
な
る
わ
け
で
は
な
く
、
ど
ち
ら
の
規
範
に
従
う
か
は
当
人
た
ち
の
選

択
次
第
と
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
》
と
い
う（
14。）「

潮
騒
」
が
書
か
れ
た
の
は

一
九
五
九
年
で
あ
り
、赤
川
の
指
摘
す
る
性
規
範
の
ま
さ
に
移
行
期
に
あ
っ
た
。

敗
戦
後
、
性
の
解
放
が
叫
ば
れ
、
一
九
五
〇
年
代
後
半
か
ら
は
〈
性
典
映
画
〉

が
続
々
と
作
ら
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
り
、
だ
か
ら
こ
そ
、
保
守
的
に
み
え
る
新

治
と
初
江
の
選
択
が
、
も
う
一
方
の
極
の
人
々
に
と
っ
て
は
新
鮮
な
も
の
に

映
っ
た
の
だ
ろ
う（
15。）

　

舞
台
と
な
る
歌
島
は
、
こ
う
し
た
《
道
徳
的
》
な
規
範
が
守
ら
れ
る
島
と
し

て
仮
構
さ
れ
て
い
る
。《
ど
ん
な
時
世
に
な
つ
て
も
、
あ
ん
ま
り
悪
い
習
慣
は
、

こ
の
島
ま
で
来
ん
う
ち
に
消
え
て
し
ま
ふ
。
海
が
な
ア
、
島
に
要
る
ま
つ
す
ぐ

な
善
え
も
ん
だ
け
を
送
つ
て
よ
こ
し
、
島
に
残
つ
と
る
ま
つ
す
ぐ
な
善
え
も
ん

を
護
つ
て
く
れ
る
ん
や
》（
六
）
と
い
う
新
治
の
言
に
よ
れ
ば
、
こ
こ
で
も
、

周
囲
を
海
に
囲
ま
れ
た
小
島
と
い
う
環
境
が
、
善
き
道
徳
性
を
守
っ
て
い
る
の

だ
。
ま
た
、女
を
買
っ
た
安
夫
は
、千
代
子
に
ほ
の
め
か
そ
う
と
し
て
や
め
る
。

《
ふ
つ
う
の
農
漁
村
な
ら
、
安
夫
が
女
を
知
つ
て
ゐ
る
こ
と
は
、
自
慢
話
の
種

に
な
る
筈
だ
つ
た
が
、
清
浄
な
歌
島
で
は
、
彼
は
固
く
口
を
つ
ぐ
み
、
こ
ん
な

若
さ
で
偽
善
者
を
気
取
つ
て
ゐ
た
の
で
あ
る
》（
七
）。
歌
島
は
、《
ふ
つ
う
の



三島由紀夫『潮騒』論（有元） 42広島大学大学院文学研究科論集　第66巻43

九

農
漁
村
》
と
ち
が
っ
た
《
清
浄
》
な
島
だ
と
さ
れ
て
い
る
。

　

こ
う
し
た
《
清
浄
な
歌
島
》
像
は
、
や
は
り
虚
構
性
の
強
い
も
の
と
言
え
よ

う
。
歌
島
に
は
《
む
か
し
「
寝ね

屋や

」
と
呼
ば
れ
て
ゐ
た
若
い
衆
の
合
宿
制
度
》

で
あ
る
《
青
年
会
》（
三
）
が
あ
る
が
、
一
般
的
に
、「
寝
宿
」「
若
衆
宿
」「
若

者
宿
」
と
い
っ
た
組
織
に
付
随
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
と
さ
れ
る
配
偶
者
探
し
や

性
的
指
南
と
い
っ
た
性
的
な
側
面
は
、
き
れ
い
に
廃
除
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
、

柴
田
勝
二
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
い
る（
16。）

作
中
の
〈
青
年
会
〉
は
、新
治
に
《
公

共
生
活
》
へ
の
つ
な
が
り
と
《
一
人
前
の
男
が
肩
に
担
ふ
べ
き
も
の
の
快
い
重

み
》
を
味
わ
せ
る
以
上
の
機
能
は
持
た
さ
れ
て
い
な
い
。
ま
た
一
般
に
、
マ
ツ

リ
の
祝
祭
的
時
空
間
・
ハ
レ
の
場
に
お
い
て
、
男
女
の
関
係
が
進
展
す
る
こ
と

も
ま
ま
あ
る
わ
け
だ
が
、
こ
う
し
た
行
事
も
「
潮
騒
」
で
は
設
け
ら
れ
て
い
な

い
。
こ
の
よ
う
な
慎
重
な
設
定
に
よ
り
、《
清
浄
な
歌
島
》
と
い
う
舞
台
と
、

小
説
や
映
画
に
よ
っ
て
前
も
っ
て
恋
愛
の
作
法
を
知
る
こ
と
の
な
い
若
者
と
が

登
場
す
る
の
で
あ
る
。

　

で
は
、
歌
島
が
、《
道
徳
的
》
で
、
猥
雑
な
と
こ
ろ
の
な
い
、
ま
っ
た
く
の

理
想
郷
か
と
い
う
と
、
も
ち
ろ
ん
決
し
て
そ
う
で
は
な
い
。
閉
鎖
的
な
土
地
で

あ
り
、《
噂
好
き
の
村
人
》
た
ち
に
よ
っ
て
、
安
夫
の
ま
い
た
新
治
と
初
江
の

関
係
の
中
傷
は
、
瞬
く
間
に
村
中
に
広
が
り
、
二
人
の
中
は
引
き
裂
か
れ
る
。

た
だ
、
こ
う
し
た
《
噂
》
は
、
物
語
を
進
展
さ
せ
る
契
機
と
し
て
機
能
し
て
お

り
、
無
垢
で
《
清
浄
な
歌
島
》
空
間
と
併
存
し
て
い
る
。

　

ま
た
、安
夫
が
島
の
外
で
女
を
買
っ
て
い
た
よ
う
に
、歌
島
丸
の
船
長
は
港
々

に
《
女
》
を
お
い
て
い
た
（
一
四
）。
善
玉
悪
玉
が
ハ
ッ
キ
リ
と
し
て
い
る
「
潮

騒
」
の
中
で
、
船
長
は
明
ら
か
に
新
治
の
成
長
モ
デ
ル
と
し
て
造
形
さ
れ
て
い

る
人
物
で
あ
り
、
こ
う
し
た
船
の
男
の
対
女
性
関
係
は
語
り
手
に
よ
っ
て
許
容

さ
れ
て
い
る
。
歌
島
の
外
に
あ
っ
て
は
男
た
ち
は
、《
清
浄
》
な
だ
け
で
は
な

い
こ
と
（
外
に
出
れ
ば
《
清
浄
》
で
は
な
く
な
る
こ
と
）
が
作
中
で
示
さ
れ
て

い
る
の
で
あ
る
。

　

さ
ら
に
、
歌
島
に
お
け
る
男
女
の
生
活
形
態
を
見
て
お
こ
う
。

　

歌
島
で
は
、
男
た
ち
は
蛸
や
槍
烏
賊
な
ど
の
近
海
漁
業
に
従
事
し
て
い
る
ほ

か
、船
舶
に
よ
る
運
搬
業
に
従
事
す
る
者
も
い
る
。
新
治
の
《
簡
素
な
空
想
は
、

将
来
自
分
の
機
帆
船
を
持
つ
て
、
弟
と
一
緒
に
、
沿
岸
輸
送
に
従
事
す
る
こ
と

で
あ
つ
た
》（
二
）。
成
功
者
で
あ
る
宮
田
照
吉
は
二
艘
の
機
帆
船
を
持
っ
て
お

り
、
の
ち
に
新
治
が
乗
る
こ
と
に
な
る
歌
島
丸
の
乗
組
員
は
、《
歌
島
出
身
の

人
が
殆
ん
ど
》
で
あ
る
（
一
四
）。
弟
の
宏
が
修
学
旅
行
に
出
か
け
た
あ
と
、

母
親
は
、《
や
が
て
二
人
の
息
子
が
自
分
を
置
い
て
海
へ
出
て
ゆ
く
日
を
思
つ

て
泣
》（
七
）
い
て
お
り
、
一
家
の
中
で
は
新
治
た
ち
が
家
を
出
る
こ
と
が
既

定
さ
れ
て
い
る
。
歌
島
丸
の
乗
組
員
を
経
て
船
長
や
照
吉
の
よ
う
に
な
る
こ
と

が
、
新
治
を
は
じ
め
と
す
る
歌
島
の
若
い
衆
た
ち
の
い
わ
ば
成
長
モ
デ
ル
だ
っ

た
の
で
あ
る
。

　

対
し
て
、
女
性
た
ち
の
生
活
ぶ
り
は
は
っ
き
り
と
は
し
な
い
が
、
相
当
数
の

海
女
が
い
る
こ
と
は
確
か
だ
。
夫
に
先
立
た
れ
た
新
治
の
母
親
が
、
新
治
を
高

校
に
や
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
に
せ
よ
、
海
女
の
稼
ぎ
で
何
と
か
生
計
を
た

て
て
い
た
よ
う
に
、
彼
女
た
ち
は
一
年
の
う
ち
の
数
カ
月
で
相
応
の
稼
ぎ
を
得

て
い
る
。
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十

　
　

 《
食
器
を
洗
ひ
な
が
ら
、
母
は
息
子
が
嵐
の
な
か
へ
ま
た
出
て
ゆ
く
姿
を

じ
つ
と
見
た
。
彼
女
は
敢
て
出
先
を
尋
ね
な
か
つ
た
が
、
尋
ね
さ
せ
な
い

力
が
息
子
の
後
姿
に
は
あ
つ
た
。
い
つ
も
家
に
ゐ
て
、
家
事
を
手
つ
だ
つ

て
く
れ
る
娘
を
、
一
人
も
生
ま
な
か
つ
た
こ
と
を
彼
女
は
後
悔
し
た
。

　
　

 　

男
た
ち
は
漁
へ
出
る
。機
帆
船
に
乗
つ
て
さ
ま
ざ
ま
な
港
へ
荷
を
運
ぶ
。

さ
う
い
ふ
世
界
の
広
が
り
と
は
縁
が
な
い
女
た
ち
は
、
飯
を
焚
き
、
水
を

汲
み
、
海
藻
を
と
り
、
夏
が
来
る
と
水
に
潜
い
て
、
深
い
海
の
底
へ
と
下

り
て
ゆ
く
。》（
八
）

　　

や
が
て
外
洋
へ
出
て
行
き
必
ず
し
も
《
清
浄
》
で
は
な
く
な
る
男
と
、《
清
浄
》

な
島
の
周
囲
の
海
の
世
界
に
留
ま
り
仕
事
や
家
事
を
す
る
女
と
の
対
比
が
描
か

れ
て
い
る
。
語
り
手
は
、
男
と
違
っ
て
女
た
ち
は
《
世
界
の
広
が
り
と
は
縁
が

な
い
》
と
言
う
。
男
女
の
乖
離
の
様
相
は
、
語
り
手
の
示
す
「
潮
騒
」
の
歌
島

と
い
う
仮
構
空
間
・
共
同
体
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
観
の
内
側
に
あ
ら
か
じ
め
埋
め
込

ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
　
　

五　

新
治
と
初
江
の
表
象

　
　
　
　
　

│ 

「
男
ら
し
い
」
若
者
と
「
女
ら
し
い
」
と
表
現
さ
れ

ぬ
娘
と
の
恋
愛
譚

　

で
は
、
具
体
的
に
新
治
と
初
江
の
上
に
は
ど
の
よ
う
な
ジ
ェ
ン
ダ
ー
表
象
が

な
さ
れ
て
い
る
だ
ろ
う
か
。

　

気
づ
か
さ
れ
る
の
は
、
新
治
の
態
度
の
説
明
に
「
男
ら
し
い
」
と
い
う
表
現

が
頻
出
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

　

観
的
哨
で
道
に
迷
っ
た
初
江
に
出
会
っ
た
新
治
は
、《
日
頃
の
男
ら
し
い
態

度
を
取
戻
し
て
》（
四
）
送
っ
て
い
く
こ
と
を
申
し
出
る
。
初
め
て
の
接
吻
の

あ
と
、《「
あ
し
た
は
漁
か
ら
か
へ
つ
た
ら
、
台
長
さ
ん
の
と
こ
へ
魚
を
届
け
に

ゆ
く
」
／
新
治
は
海
の
は
う
を
見
た
ま
ま
、
威
厳
を
つ
く
ろ
つ
て
、
男
ら
し
い

態
度
で
さ
う
宣
言
し
た
》（
五
）。
安
夫
の
ま
い
た
悪
い
噂
に
腹
を
立
て
る
龍
二

に
対
し
て
、《「
さ
う
か
」
／
新
治
は
男
ら
し
く
黙
つ
て
笑
つ
た
》（
一
〇
）。
嵐

の
な
か
二
〇
メ
ー
ト
ル
を
泳
ぎ
き
っ
て
命
綱
を
浮
標
に
結
ぶ
仕
事
を
や
り
と
げ

船
の
甲
板
に
戻
っ
た
と
き
に
は
、《
気
を
失
ひ
さ
う
な
疲
労
を
彼
の
男
ら
し
い

気
力
が
支
へ
た
》（
一
四
）
と
語
ら
れ
る
。

　

頻
出
す
る
「
男
ら
し
さ
」
の
表
象
は
、
し
か
し
な
が
ら
、
例
え
ば
ど
の
よ
う

な
態
度
が
《
男
ら
し
い
態
度
》
な
の
か
、
実
態
が
必
ず
し
も
明
示
さ
れ
て
は
い

な
い
。
語
り
手
は
、
喩
の
内
実
よ
り
も
、
新
治
に
「
男
ら
し
さ
」
の
レ
ッ
テ
ル

を
張
る
こ
と
を
重
視
し
た
の
で
あ
る（
17。）

　
「
男
ら
し
さ
」
が
、
新
治
の
口
か
ら
説
明
さ
れ
て
い
る
箇
所
も
あ
る
。《
そ
い

で
泥
棒
一
人
も
ね
え
こ
の
島
に
は
、
い
つ
ま
で
も
、
ま
ご
こ
ろ
や
、
ま
じ
め
に

働
ら
い
て
耐
へ
る
心
掛
や
、
裏
腹
の
な
い
愛
や
、
勇
気
や
、
卑
怯
な
と
こ
は
ち

つ
と
も
な
い
男
ら
し
い
人
が
生
き
と
る
ん
や
》（
六
）。《
清
浄
な
歌
島
》
と
男

ら
し
さ
と
が
一
体
化
し
て
語
ら
れ
て
お
り
、
こ
う
し
た
傾
向
は
他
の
登
場
人
物

に
も
存
す
る
。
新
治
の
従
事
す
る
船
の
漁
労
長
・
大
山
十
吉
は
、《
我
慢
が
肝

腎
や
》、《
正
し
い
も
の
が
、
黙
つ
て
ゐ
て
も
必
定
勝
つ
の
や
》（
一
一
）
と
言
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十
一

い
聞
か
せ
る
。
説
か
れ
て
い
る
の
は
、
正
直
・
忍
耐
・
倫
理
・
勇
気
で
あ
る
。

ま
た
、
初
江
の
父
・
照
吉
は
、
歌
島
丸
に
試
乗
さ
せ
て
の
婿
選
び
の
末
、《「
男

は
気
力
や
。
気
力
が
あ
れ
ば
え
え
の
や
。
こ
の
歌
島
の
男
は
そ
れ
で
な
か
い
か

ん
。
家
柄
や
財
産
は
二
の
次
や
。
さ
う
や
な
い
か
、
奥
さ
ん
。
新
治
は
気
力
を

持
つ
と
る
の
や
」》（
一
五
）
と
、
新
治
を
婿
に
選
ん
だ
理
由
を
説
明
す
る
。
歌

島
の
男
の
条
件
は
、
こ
う
し
て
各
世
代
に
共
有
さ
れ
て
お
り
、《
男
ら
し
い
》

新
治
は
め
で
た
く
年
長
者
の
メ
ガ
ネ
に
か
な
っ
た
わ
け
で
あ
る
。こ
の
よ
う
に
、

い
わ
ば
同
じ
倫
理
的
価
値
観
を
共
有
す
る
歌
島
の
男
た
ち
は
、《
男
の
約
定
》

（
一
一
）
と
い
う
男
性
同
盟
に
よ
っ
て
結
ば
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

で
は
、
初
江
は
、
歌
島
の
女
性
た
ち
は
、
ど
う
な
の
か
。

　

不
思
議
な
こ
と
に
、
初
江
に
対
し
て
「
女
ら
し
さ
」
と
表
現
し
た
箇
所
は
あ

ま
り
な
い
。
灯
台
長
の
奥
さ
ん
の
目
か
ら
初
江
は
、《
無
口
で
愛
嬌
が
な
い
か

と
思
へ
ば
、
急
に
娘
ら
し
く
笑
ひ
出
し
、
ぼ
う
つ
と
し
て
ゐ
る
や
う
で
ゐ
て
、

な
か
な
か
よ
く
気
が
つ
い
た
》（
六
）
と
評
さ
れ
、「
娘
ら
し
く
」
笑
う
と
は
描

か
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
新
治
の
性
行
が
「
男
ら
し
さ
」
と
い
う
語
彙
で
繰
り

返
し
明
示
さ
れ
る
よ
う
に
は
、
初
江
は
「
女
ら
し
さ
」
の
語
で
彩
ら
れ
る
こ
と

は
な
い
。
初
江
に
対
し
て
は
、
新
治
の
「
男
ら
し
さ
」
に
相
当
す
る
鍵
語
が
見

い
だ
せ
な
い
の
で
あ
る
。

　

新
治
が
将
来
の
夢
を
と
つ
と
つ
と
語
っ
た
と
き
、《
初
江
は
答
へ
な
か
つ
た

が
、
い
ち
い
ち
う
な
づ
い
た
。
決
し
て
退
屈
し
て
ゐ
る
と
は
見
え
ず
、
表
情
に

は
い
つ
は
り
の
な
い
共
感
と
信
頼
が
あ
ふ
れ
て
ゐ
て
、
そ
れ
が
新
治
を
喜
ば
せ

た
》（
六
）。
気
立
て
が
よ
く
、
相
手
に
共
感
と
信
頼
を
与
え
る
、
よ
い
聞
き
手

だ
と
プ
ラ
ス
評
価
さ
れ
て
い
る
が
、鍵
と
な
る
語
は
や
は
り
な
い
。
ど
う
や
ら
、

「
潮
騒
」の
語
り
手
に
と
っ
て
は
、初
江
は「
女
ら
し
い
」と
は
認
定
し
が
た
か
っ

た
よ
う
の
だ
。

　

初
江
は
、海
の
女
で
あ
り
、服
装
も
粗
野
な
、鄙
び
た
美
し
さ
の
娘
で
あ
る
。

海
女
の
腕
も
た
し
か
で
、
歌
島
一
の
海
女
で
あ
る
新
治
の
母
親
を
負
か
し
て
い

る
。
し
か
し
学
業
に
劣
っ
て
い
た
新
治
と
同
様
、
彼
女
の
書
く
手
紙
は
《
便
箋

に
は
じ
め
万
年
筆
で
書
き
出
し
た
の
が
、
二
三
行
し
て
イ
ン
キ
が
尽
き
た
ら
し

く
、
う
す
い
鉛
筆
の
字
に
つ
づ
い
て
ゐ
る
》
よ
う
な
洗
練
か
ら
ほ
ど
遠
い
《
稚

拙
な
字
》（
一
一
）
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
、
こ
う
し
た
初
江
の
属
性
は
、「
潮
騒
」

の
語
り
手
の
保
持
し
て
い
る
「
女
ら
し
さ
」
の
範
疇
に
充
当
し
な
か
っ
た
の
だ

ろ
う（
18。）

　

女
性
た
ち
が
集
団
で
登
場
し
て
い
る
「
乳
比
べ
」「
ア
ワ
ビ
取
り
競
争
」
の

場
面
（
一
三
）
は
、
海
女
を
登
場
さ
せ
る
こ
と
に
よ
る
エ
キ
ゾ
チ
ッ
ク
な
彩
り

が
強
い
の
だ
が
、
初
江
が
新
治
と
肉
体
関
係
を
持
っ
て
い
な
い
こ
と
が
年
配
の

目
利
き
の
女
性
集
団
に
よ
っ
て
確
認
さ
れ
る
。《
こ
の
乳
房
を
見
た
女
は
も
う

疑
ふ
こ
と
が
で
き
な
い
。そ
れ
は
決
し
て
男
を
知
つ
た
乳
房
で
は
な
く
》と
い
っ

た
記
述
が
、
語
り
手
に
よ
っ
て
な
さ
れ
て
い
る（
19。）

ま
た
、
鮑
取
り
競
争
で
は
初

江
の
謙
譲
の
美
徳
が
強
調
さ
れ
た
末
に
、
新
治
の
母
親
と
の
和
解
が
成
立
し
、

《
島
の
政
治
は
い
つ
も
か
う
し
て
行
は
れ
る
の
だ
》
と
語
り
手
は
書
く
。
た
だ
、

こ
の
《
島
の
政
治
》
と
は
あ
く
ま
で
島
の
内
側
だ
け
の
世
界
で
あ
っ
て
、
男
性

た
ち
の
よ
う
に
内
と
外
の
二
重
の
世
界
に
ま
た
が
る
も
の
で
は
な
い
。

　

こ
の
よ
う
に
、
歌
島
に
お
い
て
も
、
新
治
と
初
江
の
表
象
に
お
い
て
も
、
男
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女
の
世
界
の
乖
離
は
明
確
に
描
か
れ
て
お
り
、
そ
れ
こ
そ
が
共
同
体
の
論
理
な

の
で
あ
る
。

　
　

 《　

少
女
の
目
に
は
矜
り
が
う
か
ん
だ
。
自
分
の
写
真
が
新
治
を
守
つ
た

と
考
へ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
と
き
若
者
は
眉
を
聳
や
か
し
た
。
彼

は
あ
の
冒
険
を
切
り
抜
け
た
の
が
自
分
の
力
で
あ
る
こ
と
を
知
つ
て
ゐ

た
。》（
一
六
）

　

こ
の
結
末
部
分
は
、
近
年
、
そ
れ
ま
で
の
物
語
世
界
と
は
別
の
違
和
を
感
じ

さ
せ
る
場
面
だ
と
さ
れ
て
き
た
。
ハ
ッ
ピ
ー
エ
ン
ド
な
愛
の
完
結
に
ふ
さ
わ
し

く
な
い
、
新
治
と
初
江
と
の
食
い
違
い
が
突
然
表
れ
た
箇
所
だ
と
読
ま
れ
て
き

た
の
で
あ
る（
20。）

だ
が
、
こ
れ
ま
で
検
討
し
て
き
た
よ
う
に
、
実
は
、
結
末
部
分

に
お
い
て
は
じ
め
て
物
語
が
両
者
を
突
き
放
し
た
の
で
は
な
い
。
女
は
男
と
の

関
係
に
自
足
し
て
島
に
残
り
、
男
は
自
分
の
力
を
信
じ
て
外
へ
目
を
向
け
る
。

こ
う
し
た
男
女
の
乖
離
こ
そ
が
、
語
り
手
が
呈
示
す
る
、《
清
浄
な
歌
島
》
の
、

す
な
わ
ち
《
既
成
道
徳
》
の
側
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
秩
序
な
の
で
あ
っ
た
。
語
り
手

は
、
そ
れ
ま
で
伏
流
し
て
い
た
二
重
性
を
最
後
に
顕
示
し
て
物
語
を
閉
じ
た
の

で
あ
っ
て
、
決
し
て
、
結
末
に
お
い
て
急
に
違
和
が
登
場
し
た
わ
け
で
は
な
い

の
で
あ
る
。

　
　
　

お
わ
り
に

　

さ
て
、
こ
う
し
て
み
る
と
、「
潮
騒
」
は
、「
男
ら
し
い
」
若
者
と
「
女
ら
し
」

く
は
な
い
娘
と
の
、
男
女
の
世
界
の
乖
離
を
底
に
秘
め
な
が
ら
も
、
一
応
は
幸

福
な
恋
愛
譚
だ
と
言
え
よ
う
。
さ
す
れ
ば
「
潮
騒
」
は
、
や
は
り
「
仮
面
の
告

白
」
と
対
照
的
に
作
ら
れ
た
作
品
だ
と
言
え
る
。

　
「
仮
面
の
告
白
」
と
は
、
い
わ
ば
「
男
ら
し
く
な
い
」
若
者
と
「
女
ら
し
い
」

娘
の
恋
が
結
ば
れ
な
か
っ
た
物
語
と
し
て
読
め
る
か
ら
で
あ
る
。「
仮
面
の
告

白
」
の
主
人
公
＝
語
り
手
〈
私
〉
は
、
同
性
愛
指
向
と
い
う
自
ら
の
セ
ク
シ
ュ

ア
リ
テ
ィ
に
も
悩
む
が
、
そ
れ
に
伴
っ
て
、「
女
ら
し
い
」
娘
と
の
関
係
の
中

で
自
ら
に
向
け
て
暗
に
欲
求
さ
れ
て
る
「
男
ら
し
さ
」
と
い
う
男
性
役
割
を
果

た
せ
な
い
こ
と
に
苦
悩
す
る
。
友
人
の
妹
・
園
子
に
精
神
的
な
愛
を
持
つ
も
の

の
、
肉
感
を
感
じ
な
い
こ
と
、
男
性
役
割
の
最
終
ゴ
ー
ル
た
る
結
婚
へ
と
踏
み

込
め
な
い
こ
と
の
苦
悩
が
、
作
品
に
お
い
て
重
要
な
テ
ー
マ
と
な
っ
て
い
る
の

で
あ
る
。

　
「
仮
面
の
告
白
」
に
お
い
て
感
受
性
の
苦
し
み
を
ナ
マ
の
形
で
描
き
、「
禁
色
」

で
は
い
わ
ば
開
き
直
る
形
で
同
性
愛
指
向
を
描
い
た
も
の
の
、
そ
の
底
に
は
や

は
り
不
安
や
苦
み
が
存
在
し
た
。
両
作
品
は
、
社
会
か
ら
の
疎
外
意
識
、
社
会

へ
の
抵
抗
意
識
の
産
物
で
あ
っ
た
。「
潮
騒
」
は
そ
う
し
た
二
作
の
あ
と
、
ギ

リ
シ
ャ
体
験
を
経
て
、
よ
う
や
く
生
み
出
さ
れ
た
作
品
で
あ
る
。
ギ
リ
シ
ャ
で

感
得
し
た
、
社
会
と
融
和
し
た
幸
福
な
ホ
モ
セ
ク
シ
ュ
ア
ル
な
愛
を
描
く
の
が

理
想
で
あ
っ
た
に
せ
よ
、
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
で
の
男
子
高
校
生
の
発
言
に
顕
著
な

よ
う
に
、い
ま
だ
同
性
愛
嫌
悪
が
激
し
い
日
本
社
会
に
お
い
て
、ホ
モ
セ
ク
シ
ュ

ア
ル
を
扱
う
に
は
、
疎
外
や
抵
抗
を
描
く
「
仮
面
の
告
白
」
か
「
禁
色
」
の
よ

う
な
方
向
し
か
あ
り
え
な
か
っ
た
。
だ
が
、
三
島
は
、
ギ
リ
シ
ャ
で
体
得
し
た
、

十
二
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社
会
に
完
全
に
包
み
込
ま
れ
た
幸
福
な
愛
の
物
語
を
描
き
た
か
っ
た
。
だ
と
す

れ
ば
、
現
代
の
日
本
社
会
で
は
異
性
愛
の
物
語
と
し
て
設
定
せ
ざ
る
を
え
な

か
っ
た
だ
ろ
う
。
そ
の
底
流
に
男
女
の
世
界
の
乖
離
も
潜
ま
せ
て
い
る
の
で
あ

る
。
そ
れ
と
同
時
に
、〈
私
〉
と
園
子
の
愛
の
顛
末
の
完
全
な
裏
返
し
を
作
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
あ
り
得
な
か
っ
た
「
仮
面
の
告
白
」
の
一
面
を
描
い
た
の
で

は
な
か
ろ
う
か（
21。）

裏
返
し
と
は
い
え
、
こ
れ
は
三
島
に
と
っ
て
は
、
痛
切
な
主

題
で
あ
り
、「
仮
面
の
告
白
」
や
「
禁
色
」
を
裏
返
す
作
品
を
書
く
こ
と
に
よ
っ

て
、
自
ら
を
治
癒
す
る
こ
と
が
必
要
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

　

だ
が
、「
潮
騒
」
は
、そ
う
し
た
切
実
な
テ
ー
マ
を
読
み
取
ら
れ
る
こ
と
な
く
、

清
新
で
単
純
な
青
春
小
説
と
し
て
称
揚
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。《「
潮
騒
」
の

通
俗
的
成
功
と
、
通
俗
的
な
受
け
入
れ
ら
れ
方
は
、
私
に
ま
た
冷
や
水
を
浴
び

せ
る
結
果
》
に
な
っ
た
、と
三
島
は
書
く
（「
私
の
遍
歴
時
代
」
昭
和
三
八
年
）。

あ
ら
か
じ
め
与
え
ら
れ
た
手
本
と
現
実
と
の
齟
齬
に
苦
し
む
小
説
の
あ
と
、
新

治
と
初
江
の
教
科
書
の
な
い
愛
の
物
語
が
代
表
的
な
青
春
と
し
て
長
く
愛
読
さ

れ
、
教
科
書
に
も
掲
載
さ
れ
た
の
も
、
皮
肉
な
こ
と
な
の
か
も
し
れ
な
い
。

〔 

付
記
〕「
潮
騒
」
の
本
文
は
『
決
定
版
三
島
由
紀
夫
全
集
４
』（
新
潮
社
、
二

〇
〇
一
年
）
に
よ
り
、
ル
ビ
は
適
宜
省
略
し
た
。

〔
注
〕

（
１ 

）『
物
語
芸
術
論
』「
物
語
を
支
え
る
も
の　

三
島
由
紀
夫
」
講
談

社
、
一
九
七
九
年

（
２ 

）『「
三
島
由
紀
夫
」
と
は
な
に
も
の
だ
っ
た
の
か
』「
第
三
章　
「
女
」
と

い
う
方
法
」
新
潮
社
、
二
〇
〇
二
年
↓
新
潮
文
庫

（
３ 

）『
川
端
康
成
・
三
島
由
紀
夫　

往
復
書
簡
』
新
潮
社
、
一
九
九
七
年

（
４ 

）『
三
島
由
紀
夫　

エ
ロ
ス
の
劇
』「
第
九
章　

同
性
愛
か
ら
異
性
愛
へ
」

作
品
社
、
二
〇
〇
五
年

（
５ 

）昭
和
三
九
年
五
月
二
九
日
、Ｎ
Ｈ
Ｋ
ラ
ジ
オ
放
送
。聞
き
手
：
石
倉
秀
樹
・

福
田
洋
子
（
↓
Ｃ
Ｄ
『
昭
和
の
巨
星  

肉
声
の
記
録
〜
文
学
者
編  

大
岡
昇

平
・
坂
口
安
吾
・
三
島
由
紀
夫
』
Ｎ
Ｈ
Ｋ
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
）。
文
字
起
し
は

私
に
よ
り
、「
あ
の
」「
う
ん
」
等
の
感
動
詞
は
適
宜
省
略
し
た
。

（
６ 

）
松
本
徹
・
佐
藤
秀
明
・
井
上
隆
史
編
『
三
島
由
紀
夫
事
典
』「
ギ
リ
シ
ャ
」

の
項
（
勉
誠
出
版
、
二
〇
〇
〇
年
）

（
７ 

）「
小
説
家
の
休
暇
」（
昭
和
三
〇
年
）
で
は
、《「
潮
騒
」
に
は
根
本
的
な

矛
盾
が
あ
る
。
あ
の
自
然
は
、協
同
体
内
部
の
人
の
見
た
自
然
で
は
な
い
。

私
の
孤
独
な
観
照
の
生
ん
だ
自
然
に
す
ぎ
ぬ
》
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

（
８ 

）
花
﨑
育
代
「
三
島
由
紀
夫
『
潮
騒
』
考
│
麻
績
王
と
デ
キ
王
子
」（『
湘

南
短
期
大
学
紀
要
』
九
、一
九
九
八
年
三
月
）
で
は
、「
デ
キ
王
子
」
挿
話

に
よ
っ
て
、「
潮
騒
」
が
新
治
の
貴
種
流
離
譚
と
し
て
の
相
貌
を
持
つ
こ
と

を
述
べ
て
お
り
、
作
品
末
部
の
「
新
治
変
貌
」
に
も
触
れ
ら
れ
て
い
る
。

（
９ 

）
歌
島
丸
に
乗
っ
た
新
治
の
活
躍
が
沖
縄
で
な
さ
れ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、

モ
デ
ル
が
存
在
す
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
（
落
合
恭
子
「『
潮
騒
』

現
地
調
査
│
三
島
由
紀
夫
を
訪
ね
て
」『
昭
和
学
院
国
語
国
文
』

二
六
、一
九
九
三
年
三
月
。
山
口
政
幸
「『
潮
騒
』
の
島
│
神
島
の
現
地
調

十
三
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査
を
踏
ま
え
て
」『
昭
和
学
院
短
期
大
学
紀
要
』三
一
、一
九
九
五
年
三
月
）。

両
氏
の
現
地
調
査
に
よ
れ
ば
、
三
島
が
神
島
取
材
中
に
宿
泊
し
て
い
た
寺

田
家
の
長
男
・
寺
田
和
弥
の
体
験
に
基
づ
く
も
の
で
あ
り
、『
決
定
版
三
島

由
紀
夫
全
集
４
』
所
収
の
「
潮
騒
」
創
作
ノ
ー
ト
に
よ
っ
て
、
三
島
が
取

材
し
た
事
実
が
裏
付
け
ら
れ
た
。

　

 　

ま
た
、柴
田
勝
二
は
、「
潮
騒
」
に
対
米
従
属
か
ら
日
本
を
断
ち
切
る
ヴ
ィ

ジ
ョ
ン
を
見
て
お
り
、
舞
台
が
ア
メ
リ
カ
統
治
下
の
〈
沖
縄
〉
で
あ
る
こ

と
を
重
視
し
て
い
る
（『
三
島
由
紀
夫
│
魅
せ
ら
れ
る
精
神
』「
第
二
部
Ⅲ

　

二
つ
の
太
陽
│
『
潮
騒
』
の
寓
意
」
お
う
ふ
う
、
二
〇
〇
一
年
）。

　

 　

新
治
の
活
躍
の
地
が
沖
縄
に
設
定
さ
れ
て
い
る
の
は
、
一
つ
に
は
、
ア

メ
リ
カ
施
政
権
下
に
あ
る
当
時
の
沖
縄
が
最
も
近
い
〈
外
地
〉
で
あ
り
、

新
治
の
外
・
未
知
へ
の
志
向
に
か
な
っ
た
か
ら
で
は
な
い
か
。

（
10 
） 「
潮
騒
」
の
語
り
手
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
諸
氏
に
よ
る
分
析
が
あ
る
。

磯
貝
英
夫
は
、《
描
写
と
説
明
と
自
由
に
交
流
》
し
、《
完
全
に
作
品
の
上

に
立
っ
た
作
者
が
、
型
ど
お
り
に
話
を
お
し
進
め
て
ゆ
く
》《
語
り
も
の
》

で
あ
る
と
言
う
（「
潮
騒
」『
国
文
学
』
一
九
六
五
年
一
一
月
号
↓
『
戦
前
・

戦
後
の
作
家
と
作
品
』
明
治
書
院
、
一
九
八
〇
年
）。
ま
た
、
佐
藤
秀
明
は
、

語
り
手
が
分
節
化
さ
れ
た
島
の
内
外
の
両
側
を
知
っ
て
い
る
こ
と
や
、
観

的
哨
で
の
抱
擁
場
面
に
お
け
る
語
り
手
の
導
き
と
読
者
の
心
理
を
丁
寧
に

分
析
し
て
い
る
（「〈
初
恋
〉
の
か
た
ち

、
、
、

│
三
島
由
紀
夫
『
潮
騒
』
の
プ
ロ
ッ

ト
と
語
り
手
」『
解
釈
と
鑑
賞
』
一
九
九
一
年
四
月
号
）。

（
11 
） 

こ
う
し
た
愛
の
形
に
つ
い
て
、
佐
藤
秀
明
は
、《〈
恋
愛
〉
と
い
う
概
念

が
あ
ら
か
じ
め
イ
ン
プ
ッ
ト
さ
れ
て
い
る
現
代
人
か
ら
す
れ
ば
、
お
よ
そ

現
実
的
で
は
な
い
》
に
も
か
か
わ
ら
ず
、《
愛
は
か
つ
て
は
か
く
も
あ
り
え

た
で
あ
ろ
う
し
、
も
し
や
ど
こ
か
で
あ
り
う
る
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
可

能
性
を
信
じ
さ
せ
る
力
が
こ
の
作
品
に
は
あ
る
》
と
説
明
す
る
（
注
10
）。

（
12 
） 

拙
論
「『
仮
面
の
告
白
』
試
論
│
あ
る
、
厭
世
詩
家
と
女
性
」（『
近
代
文

学
試
論
』
二
四
、一
九
八
六
年
一
二
月
）、「
三
島
由
紀
夫
文
学
に
お
け
る
性

役
割
│
男
性
性
を
中
心
に
」（『
金
城
国
文
』
六
八
、一
九
九
二
年
三
月
）。

（
13 
） 

九
内
悠
水
子
「
三
島
由
紀
夫
「
潮
騒
」
論
│
「
潮
騒
」
の
ダ
ブ
ル
モ
ラ
ル
」

第
三
二
回
広
島
近
代
文
学
研
究
会
（
二
〇
〇
六
年
五
月
一
三
日
・
県
立
広

島
大
学
）
の
口
頭
発
表
。

（
14 
） 『
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
の
歴
史
社
会
学
』「
第
一
二
章
６　

純
潔
／
処
女

／
童
貞
規
範
の
変
容
」
勁
草
書
房
、
一
九
九
九
年
。
こ
う
し
た
六
〇
年
代

の
性
規
範
を
象
徴
す
る
も
の
が
、河
野
実
・
大
島
み
ち
子
の
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー

『
愛
と
死
を
み
つ
め
て
』（
一
九
六
三
年
）
で
あ
っ
た
こ
と
を
、
赤
川
や
、

藤
井
淑
禎
『
純
愛
の
精
神
誌
』（
新
潮
社
、
一
九
九
四
年
）
な
ど
が
指
摘
し

て
い
る
。

（
15 
） 

出
会
い
や
性
関
係
の
遅
延
と
い
う
点
で
は
、
一
九
五
二
年
の
ラ
ジ
オ
ド

ラ
マ
「
君
の
名
は
」
ブ
ー
ム
も
影
響
し
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
。
三
島
文

学
で
は
、「
潮
騒
」
後
の
「
永
す
ぎ
た
春
」（
昭
和
三
一
年
）
も
同
じ
系
譜

の
作
品
で
あ
る
。
だ
が
、
三
島
は
一
方
で
、
性
の
解
放
に
沿
う
「
美
徳
の

よ
ろ
め
き
」（
昭
和
三
二
年
）
な
ど
も
書
い
て
お
り
、ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
テ
ィ
ッ

ク
な
感
覚
を
働
か
せ
て
、
当
時
の
性
規
範
の
両
面
を
と
ら
え
た
作
品
を
量

十
四
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産
し
て
い
る
。

（
16
） 

注
９
論
文
。

（
17 
）　

杉
本
和
弘
は
、《
本
来
そ
の
内
実
の
あ
い
ま
い
な
「
男
ら
し
い
」
と
い
う
、

語
り
手
の
新
治
を
讃
え
る
形
容
詞
は
、（
中
略
）
ま
さ
に
「
歌
島
」
の
「
男
」

ら
し
い
と
い
う
意
味
で
、「
歌
島
」
の
倫
理
そ
の
も
の
を
明
示
す
る
語
で
あ

ろ
う
》
と
言
う
（「
潮
騒
│
「
歌
島
」
の
物
語
」『
中
部
大
学
国
際
関
係
学

部
紀
要
』
六
、一
九
九
〇
年
三
月
）。

　

 　

そ
し
て
、《
清
浄
な
歌
島
》
の
中
に
あ
っ
て
、
認
識
に
汚
さ
れ
る
こ
と
な

く
肉
体
労
働
を
し
、
道
徳
的
な
規
範
を
守
っ
て
い
る
新
治
は
、
き
わ
め
て

美
し
く
語
り
手
に
描
写
さ
れ
る
。
三
枝
和
子
は
、《
男
性
の
書
い
た
恋
愛
小

説
で
こ
れ
ほ
ど
男
の
美
し
さ
に
筆
を
費
や
し
た
小
説
も
珍
し
い
。
そ
し
て
、

こ
う
し
た
恋
愛
小
説
の
出
現
に
よ
っ
て
、
女
性
の
読
者
は
、
男
性
を
鑑
賞

す
る
と
い
う
、
こ
れ
ま
で
に
な
い
愉
し
み
を
与
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
》
と

述
べ
て
い
る
（「
三
島
由
紀
夫
の
二
重
構
造
」『
ユ
リ
イ
カ
』
一
九
八
九
年

一
二
月
号
↓
『
恋
愛
小
説
の
陥
穽
』
青
土
社
、
一
九
九
一
年
）。

（
18 
）　

新
治
の
母
親
は
、《
料
理
を
何
も
知
ら
な
い
。
刺
身
に
す
る
か
、
酢
の

も
の
に
す
る
か
、
そ
れ
と
も
丸
ご
と
焼
い
て
し
ま
ふ
か
、
煮
て
し
ま
ふ
か

す
る
だ
け
》
で
あ
り
、《
ろ
く
に
洗
は
な
い
で
煮
る
も
の
だ
か
ら
、
魚
肉
を

噛
む
歯
は
し
ば
し
ば
砂
を
一
緒
に
噛
ん
だ
》（
二
）。
都
会
で
暮
す
専
業
主

婦
の
よ
う
に
繊
細
に
料
理
を
す
る
わ
け
で
は
な
い
、
女
性
の
姿
が
描
か
れ

て
い
る
。

　

 　

関
礼
子
は
、
三
島
の
テ
ク
ス
ト
は
、《
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
で
さ
え
肯
定
し
た

く
な
る
よ
う
な
女
性
的
な
る
も
の
》
の
形
象
化
と
《
そ
の
後
の
物
語
の
論

理
へ
の
強
引
な
回
収
》
と
い
う
動
線
を
描
く
と
述
べ
て
い
る
（「
フ
ェ
ミ
ニ

ニ
テ
ィ
と
そ
の
回
収
│「
仮
面
の
告
白
」「
潮
騒
」「
美
徳
の
よ
ろ
め
き
」」『
国

文
学
』
一
九
九
三
年
五
月
号
）。

（
19 
） 

赤
川
学
（
注
14
）
論
文
で
は
、女
性
の
純
潔
を
判
別
す
る
手
段
と
し
て
《
処

女
膜
》
や
《
性
交
反
応
説
》
が
出
版
物
に
頻
繁
に
登
場
す
る
も
の
の
、
科

学
的
に
明
確
に
否
定
さ
れ
た
た
め
、《
女
性
の
処
女
性
を
科
学
的
に
鑑
別
し

た
い
と
い
う
欲
望
は
、
こ
う
し
て
無
化
さ
れ
て
い
く
》
と
述
べ
る
。
と
こ

ろ
が
、「
潮
騒
」
で
は
、
乳
房
の
形
に
よ
っ
て
処
女
性
が
共
同
体
の
中
で
証

明
さ
れ
る
と
い
う
、
や
や
驚
く
べ
き
設
定
と
な
っ
て
い
る
。
山
口
政
幸
が
、

神
島
の
現
地
調
査
を
踏
ま
え
、
三
島
は
《
現
実
の
海
女
よ
り
も
、
自
ら
の

観
念
の
中
で
作
り
上
げ
た
海
女
像
を
提
出
し
よ
う
と
し
て
い
る
》
と
言
い
、

こ
の
箇
所
に
つ
い
て
も
《〈
男
を
知
っ
た
乳
房
〉
と
〈
処
女
の
乳
房
〉
の
と

の
、
外
見
上
の
識
別
も
可
能
と
す
る
》
の
は
、《
そ
う
し
た
差
異
を
信
じ
よ

う
と
す
る
三
島
の
意
識
の
集
中
作
用
に
よ
る
》
と
述
べ
て
い
る
（
注
９
）。

（
20 
） 

助
川
徳
是
「
潮
騒
」（『
解
釈
と
鑑
賞
』
一
九
七
二
年
一
二
月
号
）、
杉
本

和
弘
（
注
17
）、
花
﨑
育
代
（
注
８
）
な
ど
が
、
結
末
部
分
の
違
和
に
つ
い

て
考
察
し
て
い
る
。

（
21 
）
さ
き
ご
ろ
完
結
し
た
『
決
定
版
三
島
由
紀
夫
全
集
』
補
巻
に
は
、
短
編

小
説
「
愛
の
処
刑
」
が
掲
載
さ
れ
た
。「
愛
の
処
刑
」
は
、
男
性
同
性
愛
者

の
会
「A

D
O
N
IS

」
の
別
冊
「A

PO
LLO

」（
五
、一
九
六
〇
年
）
に
榊

山
保
の
名
で
掲
載
さ
れ
、
発
表
当
初
か
ら
三
島
由
紀
夫
が
偽
名
で
書
い
た

十
五
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も
の
で
は
な
い
か
と
囁
か
れ
な
が
ら
、
三
島
作
か
ど
う
か
不
明
だ
っ
た
作

品
で
あ
る
。
全
集
解
題
に
よ
れ
ば
、「
こ
の
ほ
ど
、
中
井
英
夫
の
も
と
に
残

さ
れ
て
い
た
三
島
自
筆
の
大
学
ノ
ー
ト
が
発
見
」
さ
れ
た
た
め
に
、
こ
れ

を
底
本
と
し
て
収
録
し
た
と
の
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、
堂
本
正
樹
も
、「
愛

の
処
刑
」
は
三
島
作
で
あ
り
、
三
島
の
筆
跡
を
残
さ
な
い
た
め
に
堂
本
が

代
筆
し
た
こ
と
を
証
言
し
て
い
る
（「
回
想
・
回
転
扉
の
三
島
由
紀
夫
」『
文

学
界
』
二
〇
〇
〇
年
一
一
月
↓
『
回
想　

回
転
扉
の
三
島
由
紀
夫
』
文
春

新
書
、
二
〇
〇
五
年
）。
二
・
二
六
事
件
に
加
わ
れ
な
か
っ
た
中
尉
が
妻
と

と
も
に
自
決
す
る
「
憂
国
」（
一
九
六
一
年
、
映
画
版
は
一
九
六
六
年
）

は
、
三
島
が
偏
愛
ぶ
り
を
語
っ
て
い
た
作
品
だ
が
、「
愛
の
処
刑
」
は
、
切

腹
を
モ
チ
ー
フ
に
含
む
な
ど
、「
憂
国
」
に
ス
ト
ー
リ
ー
が
酷
似
し
、
し
か

し
男
│
女
関
係
が
男
│
男
関
係
へ
と
置
き
換
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

「
憂
国
」
│
「
愛
の
処
刑
」
の
件
で
は
、
三
島
文
学
に
お
い
て
異
性
愛
小
説

が
同
性
愛
小
説
の
代
替
と
し
て
制
作
さ
れ
た
様
相
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。

　

 　

結
婚
後
、
ア
ン
グ
ラ
な
世
界
と
強
制
異
性
愛
社
会
の
二
つ
の
社
会
に
生

き
よ
う
と
し
た
三
島
の
様
相
に
関
し
て
は
、
拙
論
「
三
島
由
紀
夫
『
鏡
子

の
家
』
に
お
け
る
ジ
ェ
ン
ダ
ー
化
し
た
〈
語
り
〉」（『
鈴
峯
女
子
短
期
大
学

人
文
社
会
科
学
研
究
集
報
』
四
八
、二
〇
〇
一
年
一
二
月
）
で
述
べ
た
。
ま

た
、
橋
本
治
（
注
２
）
も
、《
三
島
由
紀
夫
は
、「
女
」
と
い
う
方
法
を
使
っ

て
、自
分
自
身
の
「
幻
想
の
私
小
説
」
を
書
い
て
い
た
》
と
述
べ
て
い
る
。
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A Study on Yukio Mishima’s “Shiosai”(The Sound of Waves)

Nobuko ARIMOTO 

　　“Shiosai”(The Sound of Waves) is well known as one of Yukio Mishima’s masterpieces, 

and generally loved by myriads of readers. On the other hand, it is also regarded as an 

idiosyncratic opus differing in its main themes from his other literary works, and Mishima 

himself admitted this fact as well.

　　In this paper, while attention is paid to Mishima’s remarks, the peculiarity and 

significance of “Shiosai” is analyzed in terms of gender/sexuality and narration. Mishima 

used to depict alienation and a sense of the resistance of the society towards homosexuality 

in his previous other works; but in “Shiosai” he not only delineates heterosexuality, but 

also expresses it as a kind of love that is surrounded by the society and should be blessed 

as well. By searching for the logic of community that acts as the background of the story 

and the issue of sex/gender between male and female protagonists, the method adopted by 

the narrator to construct and present the story of heterosexuality which is encircled by 

society is examined, and the position of “Shiosai” in Mishima’s oeuvre is then clarified.

十
七


