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トラ,▼・歴史・竹語

キ
ャ
シ
ー

・
カ
ル
ー
ス
著

『ト
ラ
ウ
マ
・
歴
史

・
物
語
』

―
―
表
現
さ
れ
る
ト
ラ
ウ
マ
の
意
味

（下
河
辺
美
知
子
訳

・
み
す
ず
普
房

‘
二
〇
〇
五
年
二
月
）

木
股
　
知
史

文
学
や
映
画
が
プ
ロ
ッ
ト
の

中
心
に
ト
ラ
ウ
マ
を
据
え
る
こ

と
が
あ
る
が
、

そ
の
こ
と
の
意

味
が
う
ま
く
説
明
で
き
ず
に
、

ず

っ
と
気
に
な

っ
て
い
る
。

た

と
え
ば
、

ヒ
ツ
チ
コ
ツ
ク
の
映

画

「
マ
ー
ニ
ー
」
で
は
、

美
し

い
秘
書

マ
ー
ニ
ー
は
金
庫
破
り

の
常
習
者
だ
が
、

赤

い
色
や
雷
鳴
を
異
常
に
お
そ
れ
て
い
る
。

幼
児
期

に
母
を
守
る
た
め
に
殺
人
を
犯
し
た
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
謎
は
解

か
れ
る
。

明
ら
か
に
ト
ラ
ウ

マ
は
、

謎
解
き
の
た
め
の
道
具
で
あ
る
。

し
か
し
、

「
サ
イ
コ
」
や

「鳥
」
で
は
、
ト
ラ
ウ
マ
は
緩
解
せ
ず
に
放
置

さ
れ
、

反
復
さ
れ
る
予
兆
す
ら
た
だ
よ

つ
て
い
る
。
ト
ラ
ウ
マ
が
謎
解

き
の
道
具
に
使
わ
れ
る
場
合
は
簡
単
だ
が
、
ト
ラ
ウ
マ
そ
の
も
の
が
表

現
の
根
拠
に
か
か
わ
る
の
で
は
な

い
か
と

い
う
問

い
に
導
か
れ
る
こ
と

が
あ
る
。

も
し
か
す
る
と
そ
の
問

い
を
解

い
て
く
れ
る
手
が
か
り
が
含
ま
れ
て

い
る
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
期
待
を
抱
い
て
、

本
書
を
手
に
と

つ
た
。

本
書
は
反
復
さ
れ
る
ト
ラ
ウ
マ
と
い
う
視
点
か
ら
、

表
現
さ
れ
る
物
語

と
し
て
の
ト
ラ
ウ
マ
の
問
題
に
追

っ
て
い
る
。

「序
文
―
―
傷
と
声
」
で

は
、

ど
う
し
て
忌
ま
わ
し
い
体
験
が
繰
り
返
し
再
現
さ
れ
る
の
か
と
い

う
ト
ラ
ウ
マ
に
つ
い
て
の

「快
感
原
則
の
彼
岸
」
で
の
フ
ロ
イ
ト
の
関

心
が
出
発
点
に
お
か
れ
て
い
る
。
フ
ロ
イ
ト
が
言
及
す
る
の
は
、　

王
ハ

世
紀
の
イ
タ
リ
ア
の
詩
人
ト
ル
ク
ア
ー
ト

・
タ
ッ
ソ
の
叙
事
詩

『
エ
ル

サ
レ
ム
の
解
放
」
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
で
あ
る
。

主
人
公
タ
ン
ク
レ
ー
デ
イ

は
、

敵
の
甲
曽
を
身
に
つ
け
て
い
た
恋
人
の
ク
ロ
リ
ン
ダ
を
誤
っ
て
殺

害
し
て
し
ま
う
。
ク
ロ
リ
ン
ダ
を
埋
葬
し
た
後
、

魔
の
森
に
迷
い
込
ん

だ
タ
ン
ク
レ
ー
デ
イ
は
樹
木
に
斬
り
つ
け
る
が
、

切
り
日
か
ら
血
が
流
れ
、

魂
を
呪
縛
さ
れ
て
い
た
ク
ロ
リ
ン
ダ
の
声
が
も
れ
る
。
カ
ル
ー
ス
は
、

タ

ッ
ソ
の
叙
事
詩
を

「文
学
と
理
論
と
の
宿
命
的
な
絆
を
示
す
物
語
」
だ

と
と
ら
え
、

最
初
の
衝
撃
的
出
来
事
の
意
味
を
十
分
受
け
と
め
る
こ
と

が
で
き
ず
に
い
た
た
め
に
、

生
き
延
び
た
後
に
、

別
の
か
た
ち
で
そ
れ

が
反
復
さ
れ
る
こ
と
に
ト
ラ
ウ
マ
の
特
性
を
見
定
め
よ
う
と
す
る
。

繰

り
返
さ
れ
る
ト
ラ
ウ
マ
の
衝
撃
の
意
味
す
る
も
の
、

ま
た
ト
ラ
ウ
マ
を

語
る
物
語
の
意
味
、
ト
ラ
ウ
マ
の
反
復
に
お
け
る
内
部
の
他
者
性
や
、

歴
史
の
領
域
へ
の
拡
大
と
い
っ
た
問
題
が
考
察
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

第
二
章

「文
学
と
記
憶
の
上
演
」
で
は
、

映
画

「
ヒ
ロ
シ
マ
私
の
恋

人
」
曇

九
五
九
年
日
仏
合
作
、

マ
ル
グ
リ
ッ
ト

・
デ
ユ
ラ
ス
、

ア
ラ

ン

・
レ
ネ
　
日
本
語
題
名

『
二
十
四
時
間
の
情
事
し

が
取
り
上
げ
ら
れ

る
。

反
戦
映
画
の
撮
影
の
た
め
に
広
島
を
訪
れ
た
フ
ラ
ン
ス
人
女
性
と
、

建
築
家
の
日
本
人
男
性
が
偶
然
知
り
合
い
、

恋
に
お
ち
る
。

女
性
は
広

島
へ
や
つ
て
き
た
こ
と
で
、

十
四
年
前
に
、
ド
イ
ツ
占
領
下
の
フ
ラ
ン
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ス
で
、

あ
る
ド
イ
ツ
人
男
性
と
恋
愛
関
係
に
あ

っ
た
が
、

狙
撃
さ
れ
て

男
性
は
死
に
、

自
身
は
地
下
室
に
閉
じ
こ
め
ら
れ
た
と
い
う
体
験
を
想

起
す
る
こ
と
に
な
る
。

彼
女
は
、

想
起
し
た
記
憶
を
男
性
に
語
ろ
う
と

す
る
。

「
彼
　
き
み
は
ヒ
ロ
シ
マ
で
何
も
見
な
か
っ
た
。

何
も
」
「
彼
女

私
は
す
べ
て
を
見
た
の
。

す
べ
て
を
。」
と
い
う
会
話
に
象
徴
さ
れ
る
よ

う
に
、

二
人
の
間
に
は
深
い
デ
ィ
ス
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
溝
が
う

が
た
れ
て
い
る
。
し
か
し
、

カ
ル
ー
ス
は
、

裂
け
目
が
あ

っ
て
こ
そ
つ

な
が
り
が
生
ま
れ
る
と
い
う
理
解
を
示
す
。

彼
女
の
想
起
は
、

「自
分
の

死
に
直
面
す
る
物
語
で
あ
る
と
同
時
に
、

直
面
す
る
こ
と
の
不
可
能
性

を
訴
え
る
物
語
で
あ
る
」
と
い
う
二
重
性
の
う
ち
に
現
れ
る
と
い
う
の

で
あ
る
。
ト
ラ
ウ
マ
を
つ
か
み
そ
こ
ね
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

つ
な

が
り
あ
い
、

「互
い
の
歴
史
を
創
造
し
あ
う
」
こ
と
が
可
能
に
な
っ
た
と
、

カ
ル
ー
ス
は
述
べ
て
い
る
。

安
易
な
共
感
は
退
け
ら
れ
て
い
る
が
、

そ

の
か
わ
リ
ト
ラ
ウ
マ
そ
の
も
の
が
、

理
解
不
能
の
溝
を
ま
た
ぐ
相
互
性

を
生
み
出
す
出
発
点
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

第

一
章

「持
ち
主
な
き
経
験
―
―
ト
ラ
ウ
マ
と
歴
史
の
可
能
性
」
、

第

二
章

「ト
ラ
ウ
マ
か
ら
の
／
へ
の
出
発
」
で
は
、
ト
ラ
ウ
マ
と
歴
史
の

関
連
が
さ
ぐ
ら
れ
る
。

「
モ
ー
セ
と

一
神
教
」
に
お
け
る
フ
ロ
イ
ト
の
所

説
は
、

カ
ナ
ン
帰
遠
の
際
に
、

ヘ
ブ
ラ
イ
人
た
ち
は
モ
ー
セ
を
殺
害
し
、

そ
の
こ
と
が
民
族
全
体
の
ト
ラ
ウ
マ
と
な
り
、

そ
の
こ
と
を
隠
蔽
す
る
た

め
に
同
じ
モ
ー
セ
と
い
う
名
の
指
導
者
を
立
て
る
が
、　

一
人
目
の
モ
ー
セ

に
対
す
る
同
化
が
起
こ
り
、

モ
ー
セ
教
へ
の
回
帰
が
ュ
ダ
ヤ
教
を

一
神

教
と
す
る
こ
と
と
な
っ
た
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

ュ
ダ
ヤ
教
の

一
神

教
化
は
、

遅
れ
て
き
た
ト
ラ
ウ
マ
体
験
だ
と
い
う
。
フ
ロ
イ
ト
は
、

そ

の
こ
と
を
、

電
車
事
故
に
あ
い
そ
の
時
は
何
事
も
な
く
現
場
を
立
ち
去

つ
た
が
、

潜
伏
期
を
経
た
後
で
、

外
傷
性
神
経
症
に
か
か
る
事
例
と
対

比
し
て
い
る
。

フ
ロ
イ
ト
は
潜
伏
期
の
共
通
性
に
注
目
し
た
の
だ
が
、

カ
ル
ー
ス
は
、

「
離
脱
」
「
出
立
」
と

い
う
こ
と
に
引
き
寄
せ
ら
れ
て
い

る
。

「
モ
ー
セ
と

一
神
教
」
の
洞
察
の
中
心
は
、

「
ト
ラ
ウ
マ
同
様
、

歴

史
も
ま
た
決
し
て

一
個
人
の
も
の
で
は
あ
り
え
ず
、

互
い
の
ト
ラ
ウ
マ

に
巻
き
込
ま
れ
る
そ
の
か
か
わ
り
あ

い
そ
の
も

の
が
歴
史
と
な
る
と

い

う
こ
と
」
に
あ
る
と
、

カ
ル
ー
ス
は
指
摘
す
る
。　

一
章
と
三
章
に
若
千

の
異
和
を
感
じ
た
が
、

そ
れ
は
、

歴
史
的
ト
ラ
ウ
マ
と
個
人
の
ト
ラ
ウ

マ
を
同
列
に
と
ら
え
て
よ
い
の
だ
ろ
う
か
、

と

い
う
疑
間
で
あ
る
。

歴

史
的
な
ト
ラ
ウ
マ
は
、

宗
教
や
国
家
と

い
う
共
同
の
観
念
の
発
祥
に
か

か
わ

っ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、

事
故
に
あ
う
こ
と
に
よ
る
ト
ラ
ウ

マ
は
、

個
人
的
な
も

の
で
あ
る
。

民
族
宗
教
の
発
祥
に
か
か
わ
る
歴
史

的
ト
ラ
ウ
マ
は
、

個
人
の
心
的
世
界
と
は
倒
立
し
た
共
同
幻
想
に
属
し

て
い
る
が
、

フ
ロ
ィ
ト
も
カ
ル
ー
ス
も
そ
れ
を
、

個
人
の
心
的
世
界
に

延
長
で
き
る
も
の
と
し
て
と
ら
え
て
い
る
。
カ
ル
ー
ス
は
、

「離
脱
」
や

「出
立
」
の
様
相
の

一
つ
と
し
て
、

ナ
チ
ス
の
台
頭
の
も
と
で
、

フ
ロ
イ

ト
自
身
の
ウ
ィ
ー
ン
脱
出
を
と
ら
え
よ
う
と
し
、

モ
ー
セ
が
ュ
ダ
ヤ
教

に

「伝
承
」
と

い
う
か
た
ち
で
作
用
し
た
よ
う
に
、

精
神
分
析
理
論
が

「伝
承
」
と
な

っ
た
と
述
べ
る
。

モ
ー
セ
の

一
神
教
は
、

ユ
ダ
ヤ
教
に
対

し
て
、

共
同
的
な
規
範
と
し
て
作
用
し
た
の
だ
が
、

精
神
分
析
理
論
は
、

時
代
の
共
同
的
な
規
範
と
な

っ
た
わ
け
で
は
な

い
。
カ
ル
ー
ス
は
、

不

分
明
な
部
分
が
繰
り
返
し
問
い
返
さ
れ
る
こ
と
に
よ

っ
て
、

か
え

っ
て

想
像
力
が
刺
激
さ
れ
る
と

い
う
逆
説
が
は
た
ら
く
こ
と
に
よ

っ
て
、

精

神
分
析
の
理
論
は
伝
承
と
し
て
生
き
の
び
る
こ
と
が
で
き
た
と
指
摘
し

て
い
る
。

国
家
や
宗
教
の
規
範
は
、

個
人
に
持
ち
主
の
な
い
体
験
を
強



い
る
と
い
う
、

共
同
観
念
の
ト
ラ
ウ
マ
を
刻
印
し
て
く
る
が
、

そ
れ
は

個
と
し
て
の
ト
ラ
ウ
マ
体
験
と
は
異
質
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

第
五
章
の

「ト
ラ
ウ
マ
的
目
覚
め
」
で
は
、

フ
ロ
イ
ト
の

「夢
判
断
」

の
第
七
章
で
語
ら
れ
て
い
る
父
親
の
夢
の
理
解
の
多
義
的
様
相
が
検
討

さ
れ
、

死
と
直
面
す
る
こ
と
に
よ
る
ト
ラ
ウ
マ
の
問
題
が
取
り
上
げ
ら

れ
て
い
る
。

父
親
が
子
ど
も
の
病
気
の
看
病
に
あ
た
っ
て
い
る
が
、

子

ど
も
は
亡
く
な
る
。

遺
体
を
収
め
た
棺
を
見
る
こ
と
が
出
来
る
よ
う
に
、

ド
ア
を
開
け
た
ま
ま
、

隣
室
で
父
親
は
休
息
す
る
。

父
親
は
限
り
に
落

ち
る
が
、

次
の
よ
う
な
夢
を
見
る
。

子
供
は
、

父
親
の
ベ
ッ
ド
の
積
に

立

っ
て
い
て
、

彼
の
腕
を
つ
か
み
、

非
難
を
こ
め
て
話
し
か
け
る
。

子

供
は

「
お
父
さ
ん
、

お
父
さ
ん
に
は
僕
が
燃
え
て
い
る
の
が
見
え
な
い

の
？
」
と
言
っ
た
。

父
親
が
目
を
覚
ま
す
と
、

梢
の
番
を
し
て
い
た
老

人
が
限
り
こ
ん
で
い
て
、

蝋
燭
が
情
に
倒
れ
落
ち
た
の
で
、

経
惟
子
と

遺
体
の
片
腕
が
燃
え
て
い
る
の
に
気
付
く
。
フ
ロ
イ
ト
は
こ
の
夢
に
つ

い
て
、

懸
念
を
抱
い
た
ま
ま
眠
っ
た
父
親
に
、

火
事
の
光
が
伝
わ
っ
て
、

蝋
燭
が
倒
れ
て
火
事
に
な
っ
た
こ
と
が
明
瞭
に
認
識
さ
れ
た
の
だ
と
い

う
説
明
を
試
み
る
。

子
供
の
言
葉
は
、

生
前
の
記
憶
が
よ
み
が
え

っ
た

の
だ
ろ
う
と
い
う
。
フ
ロ
イ
ト
は
、

願
望
の
充
足
と
い
う
自
ら
の
理
論

に
よ
っ
て
、

こ
の
夢
が
死
ん
だ
子
供
が
生
き
て
い
る
姿
を
も
う

一
度
見

る
と
い
う
父
親
の
願
望
を
満
た
し
て
い
る
と
指
摘
す
る
。

た
だ
、

フ
ロ
イ
ト
は
、

早
く
目
覚
め
な
い
と
い
け
な
い
と
い
う
状
況

下
で
夢
を
見
た
と
い
う
矛
盾
に
た
ち
ど
ま
ろ
う
と
す
る
。
カ
ル
ー
ス
は
、

フ
ロ
イ
ト
の
こ
だ
わ
り
を

「
現
実
に
対
し
て
目
を
覚
ま
す
」
と
い
う
父

親
の

「応
答
は
遅
延
さ
せ
ら
れ
て
い
る
」
点
に
見
定
め
よ
う
と
す
る
。

死
体
を
認
知
し
て
い
な
が
ら
、

日
覚
め
て
い
る
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た

父
親
に
と

っ
て
、

こ
の
夢
は

「人
間
の
心
理
と
現
実
の
関
係
そ
の
も
の
を

表
し
た
も
の
」
と
フ
ロ
イ
ト
に
よ
っ
て
理
解
さ
れ
て
い
る
と
、

カ
ル
ー
ス

は
指
摘
す
る
。

願
望
と
現
実
の
亀
裂
が
あ
ら
わ
に
な

っ
て
い
る
と

い
う

の
で
あ
る
。
目
覚
め
を
促
す
夢
を
見
続
け
て
い
る
と

い
う
矛
盾
は
残
さ

れ
て
い
る
。

こ
の
夢
を
物
語
と
し
て
理
解
す
れ
ば
、

私
た
ち
は
ど
の
よ
う
な
感
情

を
う
け
と
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
か
。

眠

っ
て
し
ま

い
、

子
供
の
夢

に
よ

っ
て
目
覚
め
た
父
親
は
、

子
供
の
遺
体
が
燃
え
て
い
る
こ
と
に
気

付
く
。

死
と
い
う
取
り
返
し
の
つ
か
な
い
事
態
は
、

火
事
に
よ
る
遺
体

の
損
傷
と

い
う
形
で
繰
り
返
さ
れ
、

父
親
は
深

い
打
撃
を
受
け
る
だ
ろ

う
。
し
か
し
、

夢
で
は
、

子
供
が
生
き
て
い
た
頃
の
姿
で
現
れ
た
こ
と

に
よ
り
、

父
親
は
そ
の
感
触
を
心
の
深
み
で
受
け
と
め
た
に
違
い
な
い
。

取
り
返
し
の
つ
か
な

い
現
実
に
つ
い
て
の
告
知
が
、

慰
藉
を
含
ん
で
現

れ
て
来
る
と
い
う
矛
盾
が
、

こ
の
夢
の
物
語
に
は
つ
き
ま
と

っ
て
い
る
。

そ
れ
は
、

カ
ル
ー
ス
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、

「外
界
の
暴
力
的
現
実
と
固

く
結
び

つ
い
て
い
な
が
ら
、

そ
れ
に
対
し
て
盲
日
で
あ
る
と

い
う
意
識

が
も
た
ら
す
感
覚
」
で
あ
る
。

カ
ル
ー
ス
は
、

こ
の
夢
に
つ
い
て
の
ラ
カ
ン
の
読
み
直
し
を
対
置
す

る
。

ラ
カ
ン
は
、

夢
に
よ

っ
て
日
覚
め
さ
せ
ら
れ
る
と

い
う
逆
説
的
な

事
態
に
注
目
す
る
。

子
供
の
死
に
直
面
す
る
と

い
う
父
親
の
ト
ラ
ウ
マ

体
験
の
再
現
を
こ
の
夢
は
含
ん
で
お
り
、

子
供
の
死
と
出
会

い
損
な

っ

た
こ
と
が
ま
さ
に
ト
ラ
ウ
マ
と
し
て
反
復
さ
れ
て
い
る
の
だ
と
さ
れ
る
。

死
と

い
う
突
然
の
重
大
な
出
来
事
に
出
会

っ
て
意
識
は
十
分
に
対
応
で

き
な

い
と
い
う
こ
と
が
フ
ロ
イ
ト
の
ト
ラ
ウ
マ
概
念

の
出
発
点
で
あ
る

が
、

ラ
カ
ン
は
、

夢
に
よ
る
日
覚
め
に
応
答
の
か
た
ち
を
読
み
と
ろ
う
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と
す
る
。

筆
者
は
、

フ
ロ
イ
ト
や
ラ
カ
ン
の
夢
の
解
釈
の
方
法
に
、

文

学
批
評
と
同
様
の
モ
チ
ー
フ
を
感
じ
と
る
。

文
学
批
評
の
言
葉
で
言
う
な
ら
、

こ
の
夢
の
理
解
に
は
、

視
点
の
相

互
性
と

い
う
観
点
の
導
入
が
必
要
な
の
で
あ
る
。

フ
ロ
イ
ト
は
、

父
親

の
限
り
と
夢
に
、

死
に
直
面
で
き
な

い
で
い
る
父
親
の
意
識
の
物
語
を

読
み
と
る
。
ラ
カ
ン
は
、

夢
に
中
で
の
子
供
の
呼
び
か
け
に
対
す
る
応

答
が
父
の
目
覚
め
で
あ
り
、

そ
の
目
覚
め
に
、
ト
ラ
ウ
マ
に
よ

っ
て
結

び

つ
け
ら
れ
た
父
子
の
物
語
を
読
み
と
ろ
う
と
し
て
い
る
。

た
だ
、

そ

の
応
答
は
、

不
可
能
性
の
刻
印
を
押
さ
れ
て
い
る
。

暴
力
的
な
現
実
に

と
ら
わ
れ
て
い
る
と

い
う
事
態
を
変
え
る
こ
と
は
で
き
な

い
が
、

不
可

能
と
知

っ
て
、

意
識
は
応
答
を
返
す
の
で
あ
る
。

意
識
の
多
層
的
な
ふ

る
ま

い
は
、

現
実
の
暴
力
性
の
前
で
人
を
か
ろ
う
じ
て
踏
み
と
ど
ま
ら

せ
る
。
ラ
カ
ン
の
読
解
で
重
視
さ
れ
て
い
る
の
は
子
供
の
言
葉
で
あ
り
、

そ
れ
は
、

カ
ル
ー
ス
に
よ
れ
ば
、

「
父
親
の
も
の
で
も
子
供
の
も
の
で
も

な
く
、

行
為
と
し
て
伝
達
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、

自
己
を
目
覚
め
さ
せ

る
の
で
は
な
く
、

そ
の
目
覚
め
を
他
者

へ
伝
達
す
る
も
の
な
の
だ
」
と

い
う
よ
う
に
理
解
さ
れ
る
。
ト
ラ
ウ
マ
は
悪
夢
の
反
復
な
の
で
は
な
く
、

「
目
覚
め
」
を
他
者
に
伝
達
す
る
と
い
う
倫
理
的
要
請
を
含
む
も
の
と
し

て
、

と
ら
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
カ
ル
ー
ス
の
理
解
は
、

ラ

カ
ン
の
読
解
を

一
歩
進
め
た
と
こ
ろ
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
ま
ず
、

フ

ロ
イ
ト
に
よ

っ
て
父
親

の
意
識
の
物
語
が
読
み
と
ら
れ
、

ラ
カ
ン
は
、

子
供
の
呼
び
か
け
と
父
の
応
答
と

い
う
相
互
性
を
重
視
し
、

カ
ル
ー
ス

は
、

さ
ら
に

一
歩
を
進
め
て
、

他
者
に
向
け
ら
れ
た
呼
び
か
け
を
見
出

そ
う
と
し
て
い
る
。

カ
ル
ー
ス
の
把
握
は
、

あ
る
意
味
で
、

文
学
の
本
質
を
言

い
当
て
て

い
る
よ
う
に
も
感
じ
ら
れ
る
。

文
学
や
映
画
は
、

な
ぜ
、

子
を
喪

っ
た

父
親
の
夢
の
事
例
と
同
様
の
過
酪
な
運
命
を
描
こ
う
と
す
る
の
だ
ろ
う

か
。

現
実
の
悲
惨
を
模
し
て
、

私
た
ち
を
恐
怖
の
も
と
に
ひ
ざ
ま
づ
か

せ
敬
農
な
従
順
さ
に
置
き
と
ど
め
る
た
め
で
は
な
い
。

変
更
で
き
な

い

現
実
の
前
で
、

う
ち
ひ
し
が
れ
た
無
力
を
う

っ
た
え
る
た
め
で
も
な
い
。

描
か
れ
た
過
酷
な
運
命
と
し
て
の
ト
ラ
ウ
マ
を
、

反
復
し
、

読
み
か
え
、

日
覚
め
と
出
立
の
起
点
と
し
て
転
置
す
る
た
め
に
、

文
学
や
物
語
は
存

在
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

（き
ま
た
　
さ
と
し

・
近
代
日
本
文
学
）
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