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人
と
し
て
の
光 

こ
と
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の
中
に
か
く
れ
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一(
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〔
『
初
鴉
』
の
二
つ
の
序
文
〕 

 

序 

夙
く
に
出
づ
べ
き
は
ず
で
あ
つ
て
出
な
か
つ
た
の
が
、
素
十
君

の
句
集
で
あ
る
。 

素
十
君
は
文
學
と
い
ふ
や
う
な
も
の
に
は
あ
ま
り
興
味
を
も

た
な
い
や
う
で
あ
る
。
興
味
が
な
い
わ
け
で
も
あ
る
ま
い
が
、
素

十
君
を
滿
足
せ
し
む
る
や
う
な
文
學
は
容
易
に
み
つ
か
ら
な
い

の
で
あ
ら
う
。
が
、
そ
の
素
十
君
が
俳
句
を
最
も
す
ぐ
れ
て
い
る

文
藝
と
し
て
、
今
日
ま
で
身
を
打
ち
込
ん
で
來
た
こ
と
は
あ
ら
そ

は
れ
な
い
事
實
で
あ
る
。 

磁
石
が
鐵
を
吸
ふ
如
く
自
然
は
素
十
君
の
胸
に
飛
び
込
ん
で

來
る
。
素
十
君
は
劃
然
と
し
て
そ
れ
を
描
く
。
文
字
の
無
駄
が
な

く
、
筆
を
使
ふ
こ
と
少
く
、
そ
れ
で
ゐ
て
筆
意
は
確
か
で
あ
る
。

句
に
光
が
あ
る
。
こ
れ
は
人
と
し
て
の
光
で
あ
ら
う
。 

古
今
を
通
じ
て
素
十
君
の
句
は
獨
歩
で
あ
る
が
、
ま
づ
聯
想
す

る
も
の
は
、
元
祿
の
凡
兆
ぐ
ら
ゐ
な
も
の
で
あ
ら
う
か
。
凡
兆
の

句
と
も
違
つ
て
ゐ
る
が
、
強
い
て
類
を
求
む
れ
ば
、
ま
づ
猿
蓑
の

凡
兆
を
考
ふ
べ
き
で
あ
ら
う
か
。
然
し
句
の
光
と
い
ふ
も
の
は
、

素
十
君
の
獨
り
擅
ま
に
し
て
ゐ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
の
光
と
い

ふ
も
の
を
説
明
す
る
こ
と
は
む
づ
か
し
く
、
素
十
君
自
身
に
も
わ

か
ら
ん
か
し
ら
ん
が
、
そ
の
人
と
そ
の
技
巧
か
ら
來
て
ゐ
る
も
の

と
思
ふ
。
凡
兆
に
も
い
く
ら
か
あ
る
か
と
思
ふ
が
、
然
し
素
十
君

に
は
及
ば
な
い
。 

か
う
述
べ
て
來
る
と
、
素
十
君
の
句
を
無
上
に
褒
め
る
や
う
に

な
る
が
、
然
し
こ
の
讃
辭
を
う
け
と
る
も
の
は
、
ま
づ
〳
〵
素
十

君
の
ほ
か
に
は
あ
る
ま
い
と
思
ふ
。 

今
迄
多
く
の
人
が
爭
う
て
句
集
を
出
し
て
ゐ
る
中
に
、
素
十
君

は
全
く
無
頓
着
で
あ
つ
た
。
句
集
を
出
す
面
倒
を
す
る
暇
に
、
一

句
で
も
作
り
た
い
、
と
い
ふ
の
が
、
そ
の
本
心
で
あ
ら
う
。 

素
十
君
に
し
た
と
こ
ろ
で
、
時
に
は
詰
ら
ぬ
句
を
作
る
こ
と
が

あ
る
。
そ
れ
は
素
十
君
の
胸
に
宿
つ
た
自
然
が
詰
ら
ぬ
の
で
は
な

く
、
そ
れ
を
現
す
適
當
な
言
葉
が
見
つ
か
ら
な
か
つ
た
時
の
や
う

で
あ
る
。 

素
十
君
を
し
て
つ
ひ
に
句
集
を
出
さ
し
め
た
菁
柿
堂
主
人
の

勞
を
多
と
す
る
。 

昭
和
二
十
二
年
五
月
十
二
日 

小
諸
俳
小
屋
に
て 

高 

濱 

虚 

子 
 

序 

私
は
た
ゞ
虚
子
先
生
の
教
ふ
る
と
こ
ろ
の
み
に
從
つ
て
句
を

作
つ
て
き
た
。
工
夫
を
凝
ら
す
と
い
つ
て
も
、
そ
れ
は
如
何
に
し

て
寫
生
に
忠
實
に
な
り
得
る
か
と
い
ふ
こ
と
だ
け
の
工
夫
で
あ

つ
た
。 

從
つ
て
私
の
句
は
す
べ
て
大
な
り
小
な
り
虚
子
先
生
の
句
の

模
倣
で
あ
る
と
思
つ
て
ゐ
る
。 

甘
草
の
芽
の
と
び
〳
〵
の
一
な
ら
び 

と
い
ふ
や
う
な
句
も 

一
つ
根
に
離
れ
浮
く
葉
や
春
の
水 

と
い
ふ
虚
子
先
生
の
句
が
な
か
つ
た
な
れ
ば
、
決
し
て
生
れ
て

來
な
か
っ
た
ら
う
と
思
つ
て
ゐ
る
。 

昭
和
廿
二
年
五
月
九
日 

高 

野 

素 

十 

〔
俳
句
と
は
言
葉
の
中
に
隠
れ
る
こ
と
〕 

お
前
に
は
俳
句
を
教
え
る
の
で
は
な
い
。
人
間
を
養
う
た
め
に

俳
句
を
教
え
る
の
だ
。
本
当
は
人
間
が
出
来
て
か
ら
俳
句
を
習
う

方
が
い
い
ん
だ
が
、
そ
れ
で
は
間
に
合
わ
ん
か
ら
ナ
▲
長
谷
川
耕

畝
「
沐
猴
而
冠
」
、
長
谷
川
耕
畝
著
『
俳
人
高
野
素
十
と
の
三
十

年
』
新
潟
雪
書
房
、
新
潟
俳
句
会
叢
書
３７
〈
平
１５
〉
に
よ
る
。
内

容
は
永
松
西
瓜
宛
て
素
十
発
言
。 

 

〔
初
鴉
〕
句
集
。
高
野
素
十
。
昭
和
二
十
二
年
九
月
、
菁
柿
堂
刊
。

第
一
句
集
。
Ｂ
６
判
。
百
八
ペ
ー
ジ
。
一
ペ
ー
ジ
七
句
組
み
。
大

正
十
二
年
か
ら
昭
和
二
十
一
年
ま
で
の
二
十
三
年
間
に
「
ホ
ト
ト

ギ
ス
」雑
詠
で
虚
子
選
を
経
た
も
の
六
百
五
十
七
句(

内
重
複
句
三

句
あ
り)

を
新
年
と
春
夏
秋
冬
の
五
部
に
分
け
て
収
録
し
、
巻
頭
に

虚
子
と
著
者
の
序
文
が
あ
る
。
著
者
は
個
人
句
集
に
は
否
定
的
な

考
え
を
も
っ
て
い
た
が
、
菁
柿
堂
主
人
の
熱
心
な
勧
め
に
よ
り
出

版
を
承
諾
し
た
。
編
集
の
一
切
を
出
版
社
に
任
せ
た
た
め
、
誤
字

も
多
く
、
四
季
分
類
の
誤
り
や
句
の
重
複
も
あ
る
。
序
文
は
著
者

の
文
章
だ
け
の
予
定
で
あ
っ
た
が
、
出
版
社
が
独
断
で
虚
子
に
依

頼
し
、
著
者
は
本
書
の
出
版
ま
で
虚
子
の
序
文
の
あ
る
こ
と
を
知

ら
な
か
っ
た
。
虚
子
は
素
十
俳
句
を
「
文
字
の
無
駄
が
な
く
、
筆

を
使
ふ
こ
と
が
少
く
、
そ
れ
で
ゐ
て
筆
意
は
確
か
で
」
「
古
今
を

通
じ
て
素
十
君
の
句
は
独
歩
で
あ
る
が
、
ま
ず
連
想
す
る
も
の
は
、

元
禄
の
凡
兆
ぐ
ら
ゐ
な
も
の
で
あ
ら
う
か
」
と
序
文
で
評
し
、
素

十
は
「
私
は
た
だ
虚
子
先
生
の
教
ふ
る
と
こ
ろ
の
み
に
従
つ
て
句

を
作
つ
て
き
た
」
「
従
つ
て
私
の
句
は
す
べ
て
大
な
り
小
な
り
虚

子
先
生
の
模
倣
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。 

甘
草
の
芽
の
と
び
〳
〵
の
ひ
と
な
ら
び 

の
よ
う
に
そ
の
状
態
だ
け
を
精
細
に
写
し
と
っ
て
い
る
作
品
に
特

色
が
見
ら
れ
る
が
、
こ
れ
は
「
俳
句
に
於
て
季
題
と
い
ふ
も
の
は

最
重
要
な
る
要
素
で
」
「
季
題
を
詠
ず
る
と
い
ふ
事
は
」
「
写
生

で
あ
り
」
「
そ
れ
を
形
の
上
で
示
現
し
た
の
が
、
花
鳥
諷
詠
で
あ

る
」
「
忠
実
に
自
然
を
観
察
し
写
生
す
る
。
そ
れ
だ
け
で
宜
し
い
」

(

「
狂
ひ
花
」
「
ホ
ト
ト
ギ
ス
」
昭
７
・
１０)

と
い
ふ
素
十
俳
論
の

実
践
で
あ
っ
た
。
虚
子
は
「
厳
密
な
意
味
に
於
け
る
写
生
と
い
ふ

言
葉
は
こ
の
素
十
君
の
句
の
如
き
に
当
て
嵌
る
べ
き
も
の
」(

「
秋

桜
子
と
素
十
」
「
ホ
ト
ト
ギ
ス
」
昭
３
・
１０)

で
あ
る
と
し
て
素
十

の
ゆ
き
方
を
肯
定
し
た
。
こ
の
感
情
を
全
く
拒
否
し
た
描
写
主
義

は
感
情
尊
重
を
主
張
す
る
水
原
秋
桜
子
と
対
立
し
、
こ
の
こ
と
が

新
興
俳
句
運
動
展
開
の
一
つ
の
契
機
と
な
っ
た
。(

以
下
例
句
略)

。

▲
松
井
利
彦
編
『
俳
句
辞
典 

近
代
』
〈
昭
５２
〉
桜
楓
社
に
よ
る 

 

〔
一
月
の
素
十
句
か
ら
〕 

 

ば
ら
〳
〵
に
飛
ん
で
向
ふ
へ
初
鴉(

『
初
鴉
』)

 

お
降
り
と
い
へ
る
言
葉
も
美
し
く(

『
雪
片
』)

 

太
箸
を
と
り
て
父
母
な
つ
か
し
む(

『
ま
は
ぎ
』
誌)

 

は
は
そ
は
の
母
に
す
す
む
る
寝
正
月(

『
初
鴉
』)

 

年
酒
酌
む
ふ
る
さ
と
遠
き
二
人
か
な(

『
雪
片
』)

 

七
草
の
は
じ
め
の
芹
ぞ
め
で
た
け
れ(

『
桐
の
葉
』
誌)

 

寒
潮
の
底
ひ
の
も
の
の
悲
し
け
れ(

『
芹
』
誌)

 

雪
片
の
つ
れ
立
ち
て
く
る
深
空
か
な(

『
初
鴉
』)

 

妹
の
嫁
ぐ
栃
尾
も
雪
深
し(

『
雪
片
』)
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