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初期川端文学における象徴表現について(一)

要

旨

川
端
文
学
に
お
い
て
は
、
象
徴
表
現
が
作
品
の
主
題
に
深
く
関

わ

っ
て
い
る
こ
と
が
多

い
。
そ
れ
は
物
語
に
お
け
る
筋

の
展
開
の
外

側
/
背
後
で
、
様
々
な
イ
メ
ー
ジ
を
形
成
す
る
。
象
徴
表
現
や
そ
れ

ら
が
創
出
す
る
イ
メ
ー
ジ
は
、
作
品

の
主
題
を
補
完
し
た
り
、
物
語

の
背
後
に
別

の
イ
メ
ー
ジ
を
付
与
し
た
り
す
る
こ
と
で
、
作
品
に
よ

り
豊

か
な
意
味
を
持
た
せ
た
り
、
言
外
に
形
而
上
的
な
意
味
を
付
与

し
た
り
も
す
る
。

本
稿
で
は
初
期

の
川
端
作
品

の
中
で
、
昭
和

一
〇
年
ま
で
に
発
表

さ
れ
た
も
の
の
中
か
ら
、
〈月
〉
の
表
象
を
抽
出
し
、
作
品
内

で
の

意
味
と
作
品
世
界
と
の
関
係
に
つ
い
て
整
理

・
考
察
し
た
。
な
お
紙

幅

の
関
係
で
、
象
徴
表
現
と
川
端

の
言
語
観
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て

の
詳
細
な
検
討
な
ど
は
、

だ
け
れ
ば
幸

い
で
あ
る
。

次
号
に
譲
る
こ
と
と
す
る
。
ご
理
解
い
た

キ
ー
ワ
ー
ド

"
象
徴
表
現
、
川
端
康
成
初
期
作
品
、
〈月
〉
の
表
象

初
期
作
品
に
お
け
る

〈月
〉

の
表
象
の
機
能

い
ま
ま
で
川
端
の
言
語
観
の
理
論
的
な
側
面
に
つ
い
て
み
て
き
た

(
1
)

わ
け
だ
が
、
本
稿
で
は
そ
れ
を
受
け
る
形
で
、
初
期
川
端
文
学
に
お

け
る
象
徴
表
現
に

つ
い
て
、
実
際
の
作
品
中

に
み
ら
れ
る
用
例
を
挙

げ
な
が
ら
、
そ
の
特
色
に

つ
い
て
み
て
い
こ
う
と
思
う
。
な
か
で
も

こ
こ
で
は
特
に
川
端
文
学
に
お
い
て
非
常
に
重
要
な
位
置
を
占
め
て

い
る

〈月
〉
の
表
象
に
絞
り
、
そ
の
象
徴
の
用
法
を
見
る
こ
と
と
す

る
。
な
お
こ
こ
で
、
〈初
期
川
端
文
学
〉
と

し
て
実
例
を
抽
出
す
る
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対
象
は
、
以
下
の
作
品
集
か
ら
の
も
の
と
す
る
。

『感
情
装
飾
』
(金
星
堂

大
正

一
五
年
六
月
)

『僕

の
標
本
室
』
(新
潮
社

昭
和
五
年
四
月
)

『短
編
集
』
(砂
子
屋
書
房

昭
和

一
四
年

=

月
)

『純
粋
の
声
』
(沙
羅
書
房

昭
和

一
一
年
九
月
)

た
だ
し
、
こ
の
う
ち
昭
和

一
〇
年
ま
で
に
発
表
さ
れ
た
も
の
を
対

象
と
し
、
〈月
〉
に
関
す
る
表
現
を
抽
出
す
る
。
ま
た
便
宜
的
に

〈月
〉

の
描
か
れ
て
い
る
箇
所
に
私
に
傍
線
を
付
し
た
。
さ
ら
に
作
品
ご
と

(
2
)

に
番
号
を
付
し
た
。

①

「月
」
(「文
芸
時
代
」
大
正

一
三
年

一
二
月
)

空
を
仰
ぐ
と
満
月
だ
。
月
が
明
る
い
の
で
月
が
空
に
た

つ
た

一

人
だ
。
彼
は
両
手
を
月
に
伸
ば
し
た
。

「あ
あ
1
月
よ
1
お
前
に
こ
の
感
情
を
上
げ
よ
う
。
」

こ
の
作
品
は
、
主
人
公
を
取
り
囲
む
過
剰
な
女
性
た
ち
が
、
主
人

公
に
男
性
で
あ
る
こ
と
を
強
要
す
る
と

い
う
内
容
の
も
の
で
あ
る
。

女
た
ち

に
迫
ら
れ
る
、
孤
独
な
主
人
公
の
様
子
を

〈月
〉
が
表
し
て

い
る
。
ま
た
、
こ
の
部
分
に
は
主
人
公
を
圧
迫
す
る
者
た
ち
か
ら
の

〈開
放

の
イ
メ
ー
ジ
〉
が
見
て
取
れ
る
こ
と
を
、
石
川
巧
は
指
摘
し

て
い
る

(「川
端
文
学
に
お
け
る
感
覚
の
磁
場

1

〈手
〉
と

〈指
〉

の

コ
ス

モ

ス
」

七

月

)
。

「立
教
大
学
日
本
文
学
」
第
六
四
号

一
九
九
〇
年

②

「青

い
海
黒

い
海
」

(「文
芸
時
代
」
大
正

一
四
年
八
月
)

「
ほ
ん
と
に
お
聞
き
し
な
い
は
う
が
よ
か
つ
た
わ
。
ほ
ん
と
に

お
聞
き
し
な

い
は
う
が
よ
か

つ
た
わ
。
」
と
、
り
か
子
は
言
ひ

ま
し
た
。
す
る
と
、
重
苦
し
い
気
持
ち
で
恋
を
打
ち
明
け
て
ゐ

た
私
は
、

「
は
は
は
は
…
…
。」
と
笑

つ
て
し
ま
ひ
ま
し
た
。
な
ん
と
い

ふ
虚
し
い
笑
ひ
声
で
せ
う
。
自
分
の
笑

ひ
声
を
聞
き
な
が
ら
、

ま
る
で
星

の
笑
ひ
声
で
も
き
い
た
や
う

に
、
私
は
び

つ
く
り
し

ま
し
た
。
そ
れ
と
同
時
に
、
自
分
と

い
ふ

一
本
の
釘
が
音
も
な

く
折
れ
て
、
そ
の
釘
に
ぶ
ら
下
が
つ
て
ゐ
た
私
は
ふ
う
つ
と
青

空

へ
落
ち
て
行
き
ま
し
た
。

そ
し
て
、
り
か
子
は
そ
の
青
空
に
昼

の
月
の
や
う
に
浮
か
び

ま
し
た
。

「り
か
子
は
な
ん
と
い
ふ
美
し
い
眼
を
し
て
い
る
の
だ
ら
う
。
」

(
「第

一
の
遺
言
」)

し
か
し
そ
の
夜
、
あ
ん
ま
り
月
が
明
る
過
ぎ
た
の
も

い
け
な
か

つ
た
の
で
せ
う
か
。
あ
ん
ま
り
砂
が
ま

つ
白
す
ぎ
た
の
も
い
け
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初期川端文学における象徴表現について(一)

な
か
つ
た
の
で
せ
う
か
。
満
月
は
白

い
濱
を
空
気

の
な
い
や
う

な
色
に
冴
え
返
ら
せ
て
ゐ
ま
し
た
。
月
光
が
水
の
滴
の
や
う
に

真
直
ぐ
降
る
ほ
ど
静
か
な
た
め
か
、
空
の
動
く
音
が
微
か
に
聞

え

ま
し
た
。
私

の
影
は
白
紙
に
落
と
し
た
墨
の
や
う
に
ま
つ
黒

で
し
た
。

(「第
二
の
遺
言
」)

鳥

の
翼
の
や
う
な
花
弁
の
ダ
リ
ア
の
花
が
風
車
の
や
う
に
廻
つ

て
ゐ
ま
し
た
。
そ
の
花
弁
は
り
か
子
の
唇
で
し
た
。
し
ん
し
ん

と
音
を
立
て
て
月
光
が
横
向
き
に
降

つ
て
ゐ
ま
し
た
。

(「第
二
の
遺
言
」)

こ
こ
で
は

〈り
か
子
〉
の
美
し
さ
や
彼
女
の
属
性
が
、
〈月
〉
と

し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
美
し
さ
ば
か
り
で
は
な
く
、
古
来

〈月
〉
が
も

つ
と
考
え
ら
れ
て
き
た
、
〈魔
〉
的
な
も
の
も
包
含
し
て

い
る
こ
と
は
注
目
す
べ
き

で
あ
ろ
う
。
作
中
で
は

〈り
か
子
〉
と

〈私
〉
は
心
中
を
図
り
、
〈り
か
子
〉
は
死
ぬ
。
そ
の
よ
う
な

(死
)

の
イ
メ
ー
ジ
を
も
付
与
さ
れ
て
い
る
。

原
善

は
、
こ
の
作
品
に

「
万
物
を
照
応
さ
せ
る
共
感
覚

の
機
能
」

(「「青

い
海
黒

い
海
」
1
万
物
の
照
応
/
統
合
な
き
世
界
」

『川
端

康
成
ー

そ
の
遠
近
法
』

大
修
館
書
店

一
九
九
九
年
四
月
』
)
を
見

て
と

っ
て
い
る
。

③

「伊
豆
の
踊
子
」
(「文
芸
時
代
」
大
正

一
五
年

一
月

・
二
月
)

「
あ
あ
、
踊
子
は
ま
だ
宴
席
に
坐

つ
て
ゐ
た
の
だ
。
坐

つ
て

太
鼓
を
打

つ
て
ゐ
る
の
だ
。」

太
鼓
が
止
む
と
た
ま
ら
な
か

つ
た
。
雨
の
底
に
私
は
沈
み
込

ん
で
し
ま

つ
た
。

や
が
て
、
皆
が
追

つ
か
け

つ
こ
を
し

て
ゐ
る
の
か
、
踊
り
廻

つ
て
ゐ
る
の
か
、
乱
れ
た
足
音
が
暫
く
続

い
た
。
そ
し
て
、
び

た
と
静
ま
り
返

つ
て
し
ま

つ
た
。
私
は
眼
を
光
ら
せ
た
。
こ
の

静
け
さ
が
何
で
あ
る
か
を
闇
を
通
し
て
見
よ
う
と
し
た
。
踊
子

の
今
夜
が
汚
れ
る
の
で
あ
ら
う
か
と
悩
ま
し
か

つ
た
。

雨
戸
を
閉
ぢ
て
床
に
は

い
つ
て
も
胸
が
苦
し
か

つ
た
。
ま
た

湯
に
は
い
つ
た
。
湯
を
荒
々
し
く
掻
き
廻
し
た
。
雨
が
上
つ
て
、

月
が
出
た
。
雨
に
洗
わ
れ
た
秋

の
夜

が
冴
え
冴
え
と
明
る
ん

だ
。
跣
で
湯
殿
を
抜
け
出
し
て
行

つ
た

つ
て
、
ど
う
と
も
出
来

な
い
の
だ
と
思

つ
た
。
二
時
を
過
ぎ
て
ゐ
た
。

(「
二
」
)

「
踊
子

の
今
夜
が
汚
れ
る
の
で
あ
ら
う

か
と
悩
ま
し
か

つ
た
」

〈私
〉
の
心
理
は
、
激
し

い
雨
に
よ

っ
て
表
象
さ
れ
る
。
そ
れ
に
耐

え
か
ね
る
よ
う
に

〈湯
〉
に
は

い
っ
た

〈私
〉
は
、
そ
の
温
か
さ
と

3



〈湯
〉

(水
)
が
持

っ
て
い
る
要
素
で
あ
る
、
浄
化
作
用
に
よ
り
清
め

ら
れ
る
。
そ
の
結
果
、
「踊
り
子
の
今
夜
」
は
、
い
く
ら
心
配
し
て

も
自
分

に
は
ど
う
に
も
で
き
ぬ
か
な
わ
ぬ
こ
と
で
あ
る
と

い
う
、
諦

念
を
抱
く
。
そ
の
心
境
が

〈月
〉
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
て
い
る
。
こ

こ
で
は
、
そ
う
し
た
自
身
の

「汚

い
考
え
」
を
自
ら
打
ち
消
す
働
き

が
あ
る
と
林
武
志
は
指
摘
し
て
い
る

(「
「伊
豆

の
踊
子
」
論
」
『川

端
康
成
研
究
』
昭
和
五

一
年
五
月

桜
楓
社
)
。

④

「文
科
大
学
挿
話
」

(「女
性
」
大
正

一
五
年
五
月
)

澄
み
切

つ
た
街
の
底

へ
で
も
下
り
て
行
く
や
う
な
感
じ
の
坂

だ

つ
た
。
坂
の
下
の
幼
稚
園
の
庭
に
は
月
光
が
青

い
薄
絹
を
拡

げ

て
ゐ
た
。
そ
れ
を
踏
ん
で
敬

一
郎
は
明
る
い
窓
の
あ
る
方

へ

行

つ
た
。
か
な
め
も
ち
の
新
芽
に
電
燈
が
若

々
し
く
零
れ
て
ゐ

た
。

(コ

」)

こ
こ
に
は
、
明
る
い
青
春

の
日
々
の
予
感
が
込
め
ら
れ
て
い
る
。

〈月
光

V
に
誘
わ
れ
る
よ
う
に
、
敬

一
郎
は

「明
る
い
窓
の
あ
る
方
」

へ
導
か
れ
る
。
季
節
感
を
表
す
だ
け
で
な
く
、
敬

一
郎
の
心
理
の
表

現
に
も
な

っ
て
い
る
、

⑤

「温
泉
場
の
事
」
(「
サ
ン
デ
ー
毎
日
」
大
正

一
五
年
七
月
)

そ
の
あ
た
り
の
山
間
の
土
地
は
、
ど
こ
で
も

一
尺
掘
れ
ば
岩

だ
つ
た
。
山
と
い
ふ
山
は
す
べ
て
、
柔
か
い
皮
の
内
に
固
い
核

を
包
ん
だ
杏
子
の
や
う
に
出
来
て
ゐ
た
。
だ
か
ら
峠
を
越
え
て

西
の
海

へ
下
り
て
行
く
街
道
を
切
開
く
工
事
は
容
易
に
捗
ら
な

か
つ
た
。
岩
山
を
爆
破
す
る
ダ
イ
ナ
マ
イ
ト
の
音
が
朝
か
ら
夕

方
ま
で
谷
を
頭
は
せ
て
ゐ
た
。
さ
う
し

て
出
来
上
が
つ
た
道
に

は
肌
の
荒
々
し
い
屏
風
岩
が
突
立

つ
て
ゐ
た
。
谷
に
清
ら
か
な

流
れ
が
あ
る
の
だ
か
ら
、
そ
の
屏
風
岩
に
苔
が
附
い
て
古
び
て

来
れ
ば
、
こ
の
道
の
風
光
は
名
勝
の

一
つ
に
数
え
ら
れ
る
や
う

に
な
る
だ
ら
う
。
月
夜
に
歩
く
と
、
そ
ん
な
こ
と
が
想
像
さ
れ

る
の
だ
つ
た
。

光
吉
は
こ
の
温
泉
に
来
て
か
ら
、
夜
は
よ
く
岩
の
道
を
散
歩

す
る
の
だ
つ
た
。
そ
の
夜
は
満
月
だ
つ
た
。
流
れ
の
岸
に
竹
林

が
静
か
だ

つ
た
。

(コ

」
)

本
作
に
は
、
川
端
の
伊
豆
滞
在
中
の
経
験
を
も
と
に
、
伊
豆
の
自

然
の
美
し
さ
が
描
か
れ
て
い
る
。、
そ
れ
に
対
比
す
る
形
で
の
人
間

の
営
為
、
ま
た
人
間
を
包
み
込
む
伊
豆

の
自

然
の
雄
大
さ
な
ど
が
、
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初期川端文学における象徴表現について(一)

作
の
中
心
で
あ
る
。
こ
の
部
分
で
の

〈満
月
〉
も
、
自
然
の
表
象
で

あ
り
、
そ
の
美
し
さ
が
際
立

っ
て
い
る
。

新
宮
優
子
は

「風
土
、
風
俗
の
中
に
ゆ

っ
た
り
と
浸
る
光
吉
の
姿
」

(「温
泉
場
の
事
」
『伊
豆
と
川
端
文
学
事
典
』
川
端
文
学
研
究
会
編

平
成

=

年
六
月

勉
誠
社
)
が
特
徴
的
だ
と
し
て
い
る
。

⑥

「
合
掌
」

(「婦
人
グ
ラ
フ
」
大
正

一
五
年
八
月
)

花
嫁

の
か
ら
だ
は
、
そ
の
下
の
柔
か
い
蒲
団
に
沈
み
込
ん
で

し
ま

つ
て
ゐ
る
の
か
、
寝
床
に
少
し
も
膨
ら
み
が
な
い
の
だ
。

頭
だ
け
が
広
い
枕
に
乗

つ
て
盛
り
上
が
つ
て
ゐ
た
。

そ
の
寝
姿
を
じ

つ
と
眺
め
て
ゐ
る
と
、
な
ん
と
は
な
し
に
静

か
な
涙
が
出
た
。

白

い
寝
床
が
、
月
の
光
の
中
に
落
ち
た

一
枚
の
白
紙
の
や
う

に
感
じ
ら
れ
た
。
す
る
と
窓
掛
を
開
い
た
窓
が
急
に
恐
ろ
し
く

な

つ
た
。
彼
は
窓
掛
を
下
ろ
し
た
。
そ
し
て
寝
台

へ
歩
み
寄

つ

た
。

婚
礼
の
夜
、
寝
台
に
横
た
わ
る
花
嫁
の
寝
姿
に
静
か
に
涙
を
流
し

て
合

掌
す
る

〈彼
〉、
そ
の

〈彼
〉
の
行
為
を
、
自
分
を

〈死
ん
だ

も

の
〉
と
し
て
捉
え
る
花
嫁

の
疑
念
を
表
し
て
い
る
。
こ
こ
で
の

〈月
の
光
〉
は

〈死
の
予
兆
〉
と
い
う
意
味
合
い
を
持

っ
て
い
る
。

⑦

「屋
上
の
金
魚
」
(「文
芸
時
代
」
大
正

一
五
年
八
月
)

千
代
子
の
寝
台
に
は
、
枕
の
と
こ
ろ
に
大
き
い
飾
鏡
が

つ
い

て
ゐ
た
。

彼
女
は
毎
晩
髪
を
解
い
て
白
い
枕
に
頬
を
埋
め
る
と
、
そ
の

鏡
を
静
か
に
眺
め
る
の
だ

つ
た
。
す
る
と
、
水
瓶
に
沈
め
た
赤

い
造
花
の
や
う
に
、
獅
子
頭
の
金
魚
の
姿
が
三
四
十
鏡
の
中

へ

浮
ん
で
く
る
の
だ

つ
た
。
金
魚
と

一
緒

に
月
が
写
る
夜
も
あ

つ

た
。し

か
し
、
月
が
窓
越
し
に
そ
の
鏡
を
照
ら
す
の
で
は
な
か
つ

た
。
屋
上
庭
園
の
水
槽
に
落
ち
る
月
影

が
、
千
代
子
に
見
え
る

の
だ

つ
た
。
鏡
は
幻
の
銀
幕
で
あ

つ
た
。
だ
か
ら
彼
女

の
精
神

は
鋭

い
視
覚
の
た
め
に
、
蓄
音
機

の
針

の
や
う
に
磨
り
減
ら
さ

れ
て
行

つ
た
。
だ
か
ら
彼
女
は
こ
の
寝
台
を
離
れ
る
こ
と
が
出

来
ず
、
こ
の
寝
台

の
上
で
陰
気
臭
く
ふ
け
て
行

つ
た
。
白
い
枕

の
上
に
解
き
広
げ
た
黒
髪
だ
け
が
、

い
つ
ま
で
も
豊
か
な
若
々

し
さ
を
残
し
て
ゐ
た
。

初
期
か
ら
晩
年
に
至
る
ま
で
川
端
文
学

に
頻
出
す
る

〈水
〉
と

〈月
〉

の
イ
メ
ー
ジ
が
、
こ
こ
に
も
見
ら
れ
る
。
さ
ら
に
同
じ
く
川

端
文
学
で
は
重
要
な
意
味
を
持
た
さ
れ
て
い
る

〈鏡
〉
が
、
登
場
し
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て
い
る
。
〈鏡
〉
に

つ
い
て
は
既
に
拙
論

「
川
端
康
成

「水
月
」
試

論
1

「鏡
」
を
…媒
介
と
し
た
母
子
関
係
に

つ
い
て
ー
」
(「豊
田
短
期

大
学
研
究
紀
要
」
第
六
号

平
成
八
年
三
月
)
に
お
い
て
分
析
し
た

と
こ
ろ
だ
が
、
現
実
世
界
よ
り
も
美
し
い
夢
幻
の
世
界
が
、
そ
の
中

で
展
開
す
る
こ
と
は
こ
の
作
品
で
も
同
じ
だ
ろ
う
。
〈千
代
子
〉
は

父
親
と
思

っ
て
い
た
男
と
母
親
と
屋
上
で
暮
ら
す
の
だ
が
、
血
縁
に

呪
縛

さ
れ
て
い
る
。
こ
の
部
分
で
は
、
〈月
〉
よ
り
も

〈月
影
〉
に
、

よ
り
重
要
性
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
屋
上
に
閉
じ
込
め
ら
れ

た

〈千
代
子
〉
の
孤
独
を
表
現
し
て
い
る
の
だ
と
思
わ
れ
る
か
ら
で

あ
る
。

⑧

「犠
牲
の
花
嫁
」
(「若
草
」
大
正

一
五
年

一
〇
月
)

荒
波
の
や
う
に
山
々
の
峰
が
連

つ
て
ゐ
た
。
そ
の
上
に
浮
か

ん
だ
木
蓮
の
花
弁
の
や
う
な
白
い
月
だ

つ
た
。

私
は
丘
の
上
の
草
原
に
寝
こ
ろ
ん
で
、
夕
を
待

つ
て
ゐ
た
。

月
が
黄
色
く
な
る
の
を
待
つ
て
ゐ
た
。
丘
の
裾
を
饒

つ
て
ゐ
る

谷
川
の
音
が
幽
か
に
聞
え
て
来
る
の
を
待
つ
て
ゐ
た
。

静
か
な
山
な
の
だ
。
け
れ
ど
も
、
日
が
落
ち
た
夕
暮
の
ひ
と

時
は
な
ほ
静
か
な
の
だ
。
そ
の
し
ば
ら
く
の
間
だ
け
、
丘
の
上

ま
で
谷
川
の
音
が
幽
か
に
聞
え
て
く
る
の
だ
。
そ
れ
か
ら
、
河

鹿

が
鳴
く
と
も
う
夜
な
の
だ
。

1

私
の
眼

の
上
で
、
月
見
草
が

一
輪
ぽ

つ
と
花
開
い
た
。

夕
暮
が
明
る
い
眼
を
見
開
い
た
の
だ
。

(コ

」
)

本
作
の
題
名
に
な

っ
て
い
る

「犠
牲
」
と

は
、
作
中
の
少
女
の
祖

先
た
ち
が
、
村
の
た
め
に
代
々
犠
牲
に
な

っ
て
き
た
こ
と
や
、
万
物

の
美
し
い
魂
が
、
こ
の
少
女
に
流
れ
こ
ん
で
い
る
こ
と
を
示
し
て
い

る
。
作
中
の

〈月
〉
は
、
そ
う
し
た
静
誼
な
精
神
性
の
象
徴
に
な

っ

て
お
り
、
〈月
〉
と

〈月
見
草
〉
と
の
対
比

の
妙
も
含
ま
れ
る
。
冒

頭
の
月
見
草
の
開
花
の
描
写
も
巧
み
な
比
喩
と
な

っ
て
い
る
。

河
鹿

の
声
が
月
光
に
浮
ん
で
ゐ
る
。
荒
海
の
波
頭
の
や
う
な

峰
峰

の
線
が
、
水
色

の
舗
に
煙

つ
て
ゐ
る
。

川
岸
か
ら
月
見
草
が
微
笑
ん
で
言

つ
た
。

「も
の
静
か
な
お
心
で
お
詣
り
な
さ

い
ま
し
。」

月
見
草
か
ら
抜
け
出
し
た
精
の
や
う

に
、
蛍
が
ゆ
ら
ゆ
ら
飛

ん
で
ゐ
た
。
月
見
草
の
代
参
を
す
る
の
か
、
皆
小
さ
い
灯
を
薬

師
堂
の
丘

へ
提
げ
て
行
く
や
う
だ
。

薬
師
堂
は
月
光
も
落
ち
な

い
深
い
木
陰
の
小
さ
い
祠
だ
。
そ

れ
で
も
木
々
の
枝
に
垂
れ
た
紅
提
灯
で
、
庭
の
夏
草
が
萌
黄
色

に
澄
み
通
る
程
の
明
る
さ
だ
。

〔中
略
〕
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初期川端文学における象徴表現について(一)

娘
は
紺
地
に
白

い
桔
梗
の
咲
い
た
湯
帷
子
に
着
替

へ
、
房
々

し
た
黒
髪
を
上
げ
て
ゐ
る
と
こ
ろ
だ

つ
た
。

娘
は
や
つ
ば
り
そ
の
静
か
さ
を
乱
さ
ず
に
私
を
見
た
。
私
は

娘
の
前
に
坐
る
な
り
合
掌
し
た
。
何
も
言
ふ
こ
と
が
出
来
な
か

つ
た
の
だ
。
日
本
の
昔
な
が
ら
の
礼
拝
の
形
式
に
従
う
よ
り
仕

方
が
な
か

つ
た
の
だ
。

娘
も
直
ぐ
私
に
向

つ
て
合
掌
し
て
く
れ
た
。
昼
の
青
空
に
浮

ん
で
ゐ
た
、
木
蓮

の
花
弁
に
似
た
月
の
や
う
な
掌
だ
。

(「四
」)

「月
光
も
落
ち
な

い
」
空
間
と
い
う
箇
所
で
は
、
月
が
さ
さ
な
い

ほ
ど
暗

い
と

い
う
地
形
的

・
物
理
的
状
況
を
表
す
こ
と
は
も
ち
ろ
ん

だ
が
、
そ
の

〈娘
〉
が

〈月
〉
と
等
価
で
あ
る
と
の
イ
メ
ー
ジ
を
も

含
ん
で
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

私
は
唯
じ
つ
と
娘
を
見
て
ゐ
た
。

「
そ
れ
か
ら
…
…
。
」

と
、
娘
は
疲
れ
た
紅
雀
の
や
う
に
弱
々
し
く
紅
ら
め
た
頬
を

伏
せ
た
。

「私
に
は
あ
な
た
の
目
が
分
り
ま
す
。
私
を
あ
な
た
の
花
嫁
に

し
て
や
る
と
お

つ
し
や
つ
て
ゐ
ま
す
。
1

だ
が
こ
れ
だ
け
お

約
束
下
さ
い
ま
す
な
ら
ば
、
も
し
庭

の
黄
菊
が
萎
れ
ま
し
た

ら
、
あ
な
た
の
血
を
注

い
で
や
つ
て
下
さ
い
ま
す
な
ら
ば
、
も

し
椎
の
梢
の
百
舌
鳥
が
飢
ゑ
ま
し
た
ら
、
あ
な
た
の
小
指
を
投

げ
て
や
つ
て
下
さ
い
ま
す
な
ら
ば
。
」

「お
お
、
犠
牲
の
花
嫁
1
」

私
は
娘
の
清
ら
か
な
膝

の
上
に
額
つ

い
た
。

「私
は
秀
子
で
ご
ざ
い
ま
す
よ
。
秀
子
で
ご
ざ

い
ま
す
よ
。
」

荒
海

の
波
の
や
う
な
峰
を
離
れ
て
、
夜
空
で
月
が
私
達
の
方

へ
静
か
に
歩

い
て
来
た
。

(「四
」)

こ
こ
で
は
、
犠
牲
と
い
う
行
為
が
、
崇
高
な
精
神
的
な
も
の
に
ま

で
昇
華
す
る
様
が

〈月
〉
の
表
象
を
通
し
て
表
現
さ
れ
て
い
る
と
思

わ
れ
る
。
ま
た

〈月
〉
は
、
そ
う
し
た
人
問
を
包
み
込
む
自
然
の
象

徴
的
存
在
で
あ
る
が
、
そ
れ
が

「私
達
の
方

へ
静
か
に
歩
」
く
様
は
、

川
端

の
主
要
な
概
念
で
あ
る

〈
万
物

一
如
〉

の
理
念

の
象
徴
に
も

な

っ
て
い
よ
う
。
〈娘
〉
の
犠
牲
に
基
づ

く
人
間
精
神

の
浄
化
は
、

自
然
界
と
の
融
合
さ
え
も
予
見
さ
せ
る
の
で
あ
ろ
う
。

⑨

「春
景
色
」

(「文
芸
時
代
」
昭
和
二
年
四
月

「婚
礼
と
葬
送
」
の
二
」)

原
題

「梅

の
雄
蘂

咲
き
満
ち
た
花
が
六
つ

指
先

で
く
る
く
る
廻
し
た
。
廻
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す

の
を
や
め
る
と
、
梅

の
雄
蘂
が
彼
を
驚
か
せ
た
。
梅
の
花
の

雄
蘂
を
見
る
の
は
生
れ
て
初
め
て
だ
つ
た
。

彼
等
は

一
本

一
本
が
白
金

の
弓

の
や
う

に
身
を
反

つ
て
ゐ

た
。
小
さ
い
花
粉

の
頭
を
、
雌
蘂
に
向
か
つ
て
振
り
上
げ
て
ゐ

た
。彼

は
花
を
か
ざ
し
て
青
空
を
見
た
。
雄
蘂

の
弓
が
新
月

の
や

う

に
、
青
空

へ
矢
を
は
な
つ
た
。

(「
こ

)

「春

景
色
」
に
つ
い
て
は
山
本
健
吉
が
、
「新
感
覚
派
時
代
を
代
表

す
る
作

品
」
と
し
て
高
く
評
価
し
て
お
り
、
「
繊
細
な
装
飾
的
な
も

の
と
、

ナ
イ
ー
ヴ
な
童
話
的
な
も

の
」
の
共
存
を
見
て
い
る

(
『川

端
康
成

の
人
と
作
品
』
昭
和
三
九
年
九
月

学
研
)。

こ
こ
で
の

〈月
〉
は
、
山
本
も
指
摘
す
る
よ
う
に

〈新
感
覚
派
〉

的
な
感
覚
か
ら
捉
え
ら
れ
て
お
り
、
ま
ず
は
形
状
の
類
似
性
を
見
れ

ば
よ

い
だ
ろ
う
。
そ
の
う
え
で
、
〈彼
〉
の

〈千
代
子
〉

へ
の
愛
情

が

〈矢

〉
と
し
て
表
現
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
注
目
し
た
い
。

⑩

「
南
方
の
火
」
(十
六
巻
本

『川
端
康
成
全
集
』
第
二
巻

新
潮

社

昭
和
二
三
年
八
月

初
出
は

「海
の
火
祭
」
の

「
鮎
」
「
中

外
商
業
新
報
」
昭
和
二
年

一
〇
月
)

写
真
を
取

つ
た
日
よ
り

一
月
程
前
、
九
月
の
始
め
の
こ
と
だ

つ
た
。
夏
休
み
が
終

つ
て
京
都
か
ら
東
京

へ
行
く
途
中
、
時
雄

と
水
澤
と
は
岐
阜
に
寄

つ
て
弓
子
を
長
良
川
べ
り
の
鵜
飼
宿

へ

連
れ
出
し
た
。
金
華
山
の
影
が
宿
の
屋
根

へ
落
ち
て
ゐ
た
。
縁

側
か
ら
長
良
川
の
南
岸
に
下
り
ら
れ
た
。
岸
に
は
薄
や
萩
が
ま

ば
ら
で
、
遊
船
会
社
の
鵜
飼
見
物
船
が
並
ん
で
ゐ
た
。
早
瀬
の

色
が
初
秋
だ
つ
た
。
長
良
橋
が
左
に
見
え
た
。
そ
の
上
を
渡
る

電
車

の
音
を
時
雄
達
は
幾
度
も
遠
い
雷
と
聞
き
ち
が

へ
た
。
月

が
明
る
く
て
鵜
飼
は
休
み
だ
つ
た
。

(「四
」)

本
作
は
、
川
端
が

=
局
在
学
中
に
婚
約
し
、
突
然
そ
れ
を

一
方
的

に
破
棄
さ
れ
た

〈伊
藤

ハ
ツ
ヨ
〉
と

の

一
連

の
出
来
事
を
記
し
た
所

謂

〈ち
よ
物
〉
と
呼
ば
れ
る
作
品
群
の
ひ
と

つ
で
あ
る
。
岐
阜
の
養

家
に
い
た
彼
女
を
友
人

(三
明
永
無
)
と
訪
ね
た
時

の
経
験
を
も
と

に
し
て
い
る
。

婚
約
の
申
し
出
が
受
け
入
れ
ら
れ
る
か
ど
う
か
が
不
安
で
あ

っ
た

の
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
無
事
に
受
け
入
れ
ら
れ
た
こ
と
に
よ

っ
て
主

人
公

の
心
に
生
ま
れ
た
喜
び
や
す
が
す
が

し
さ
が

〈月
〉
の
光
に

よ

っ
て
表
現
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
段
階
で
は
、
ま
だ
川
端
は

ハ
ツ
ヨ

か
ら
破
談
を
宣
告
さ
れ
て
お
ら
ず
、
こ
こ
で
の

〈月
〉
も
明
る
い
イ

メ
ー
ジ
で
捉
え
ら
れ
て
い
る
。
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⑪

「
馬
美
人
」

(「文
芸
春
秋
」
昭
和
二
年
五
月
)

⑫

「叩
く
子
」
(「創
作
月
刊
」
昭
和
三
年
九
月
)

初期川端文学における象徴表現について(一)

そ
の
母
親
が
父
親

の
家
に
行
く
と
言
ふ
。
父
親
が
借
金
に
苦

し
ん
で
彼
女

の
家
も
馬
も
人
手
に
渡
し
て
し
ま

つ
た
の
だ
。
そ

し
て
妾
と
別
れ
た
の
だ

つ
た
。

月
光
は
か
う
か
う
と
音
を
立
て
て
、
こ
の
野
の
上
の
家
を
青

い
光
の
底
に
沈
ま
せ
て
ゐ
た
。
母
親
の
大
き
な
腹
は
安
ら
か
に

た
る
ん
で
、
明
日
行
く
夫
の
家
の
夢
を
載
せ
て
ゐ
た
。
そ
の

一

つ
床
か
ら
馬
美
人
が
む
く
り
と
起
き
上
が
つ
た
。
ぺ
つ
と
母
親

の
腹
に
唾
を
吐
き
か
け
た
。

そ
し
て
、
馬
小
屋
の
裸
馬
に
ひ
ら
り
と
跨
り
、
コ
ス
モ
ス
の

花
を
蹄
に
踏
み
倒
し
、
月
光
を
音
立
て
て
蹴
散
ら
し
、
白

い
街

道
を

一
目
散
黒

い
流
星
の
や
う
に
南

の
山

へ
ー

〔中
略
〕

「己
は
見

て
ゐ
た
。
馬
美
人
は
山

の
頂
か
ら
馬
も
ろ
と
も
矢

の
や
う
に
空
の
月
目
が
け
て
飛
ん
で
行

つ
た
ん
だ
。」

こ
れ
も
川
端

の
伊
豆
滞
在
中
に
想
を
得
た
も

の
。
こ
こ
で
は

〈馬

美
人
〉
と
呼
ば
れ
る
男
勝
り

の
娘
の
生
命
力

の
象
徴
と
し
て

〈月
〉

が
描

か
れ
て
い
る
。

脱

い
だ
着
物
を
入
れ
る
高

い
棚
の
上

へ
、
お
浅
は
裸

の
ま
ま

這
ひ
上

つ
た
。
下
に
立

つ
て
ゐ
る
五
郎

の
胸
目
が
け
て
飛
び
下

り
た
。
そ
れ
を
六
七
度
繰
り
返
し
た
。
湯
殿
の
窓
か
ら
川
原

へ

も
飛
ん
だ
。
冬

の
月
が
夜
気
を
白
刃

の
や
う
に
凍
ら
せ
て
ゐ

た
。
二
人
は
谷
川
つ
た
ひ
に
新
し
い
道

へ
出
た
。
切
り
開
い
た

ば
か
り
の
な
ま
な
ま
し
い
崖
か
ら
、
お
浅
は
幾
度
も
足
の
折
れ

た
蛙
の
や
う
に
飛
び
下
り
た
。

「こ
は
い
月
ね
。」

そ
れ
が
四
晩
も
続

い
た
が
、
し
か
し

二
三
ヶ
月
後
、
お
浅
の

体
が
目
に
立

つ
頃
、
二
人
は
東
京

へ
逃
げ
て
、
男
の
子
を
産
ん

だ
。

貧
乏
な
百
姓

の
夫
婦
が
、
自
ら
の
犯
す

〈堕
胎
〉
と
い
う
罪
の
意

識
が

「
こ
は
い
月
」
と
い
う
表
現
に
込
め
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
子

供
は
無
事
に
誕
生
し
力
強
く
生
き
て
い
る
。
「
叩
く
子
」
と
は
、
そ

の
元
気
な
赤
子
の
生
命
力
を
表
現
し
た
も

の
で
あ
る
。
〈月
〉
と

〈生

命
〉
の
関
係
も
連
想
さ
れ
る
。
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初
期
川
端
文
学
に
お
け
る

〈月
〉
の
象
徴
を
め
ぐ

っ
て

以
上
、
昭
和

一
〇
年
ま
で
に
発
表
さ
れ
た
作
品
の
中
か
ら
、
〈月
〉

に
ま

つ
わ
る
表
現
と
、
そ
の
意
味
を
探

っ
て
き
た
。
基
本
的
に
こ
の

頃
の
川
端
作
品
で
は
、
〈月
〉
の
表
象
は
、
概
ね

「
生
命
力
」
や

「清

浄
」
「透
徹
」
と
い
た
イ
メ
ー
ジ
を
付
与
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ

れ
る
。
た
だ
、
洋
の
東
西
を
問
わ
ず
、
〈月
〉
が
持

つ
「狂
気
」
や

「不

気
味
さ
」
と

い
っ
た

〈魔
〉
的
な
意
味
も
背
後
に
併
せ
持

つ
こ
と
も

忘
れ

て
は
な
ら
な

い
。

ア
ト

・
ド

・
フ
リ
ー
ス

(山
下
主

一
郎

代
表
訳
)
『イ
メ
ー
ジ

・

シ
ン
ボ
ル
事
典
』
(
一
九
八
四
年
三
月

大
修
館
書
店
)
に
よ
れ
ば
、

〈月
〉
は

「基
本
的
な
シ
ン
ボ
ル
と
し
て
、
相
反
す
る
価
値
、
す
な

わ
ち
女
性
と
男
性
、
液
体
と
揮
発
体
、
節
操
と
無
節
操
な
ど
を
表
す
」

と
し
、
そ
の
両
義
性
が
注
目
さ
れ
る
。
こ
れ
は
、
〈月
〉
が
満
ち
欠

け
す
る
も
の
で
あ
り
、
「満
月
」
と

「新
月
」
と
い
う

「
二
律
背
反
」

(ア
ン
ヴ
ィ
バ
レ
ン
ト
)
的
な
属
性
を
持

っ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
来

て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

そ

の
結
果
、
同
事
典
で
は
、
〈月
〉
の
イ
メ
ー
ジ
が

い
く

つ
か
記

さ
れ

て
い
る
が
、
「神
話
で
女
性
を
象
徴
す
る
」
「神
話
で
男
性
を
象

徴
す

る
」
「
死
者

の
す
み
か
」
「
母
性
」
「液
体
」
「狂
気
」
「
不
変
、

節
操
」
「純
潔
」
「凌
辱
、
結
婚
」
「
死
」
「沈
黙
」
な
ど
の
多
義
的
な

イ
メ
ー
ジ
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

そ
れ
に
続
い
て
同
事
典
で
は

「心
理
学
」

に
お
け
る

〈月
〉
の
意

味
を
探

っ
て
い
る
が
、
「
ユ
ン
グ
で
は
,
無

意
識
の
い
く

つ
か
の
相

を
表
す
.
太
陽
は
恒
久
不
変
の
神
を
表
象
す

る
が
,
月
は
移
り
変
わ

る
た
め
に
,
(変
化
は
、
死
ぬ
運
命
、
死
を
表
す
)
人
間
を
象
徴
す
る
」

と
書
か
れ
て
い
る
。
安
易
な
単
純
化
は
許

さ
れ
な

い
が
、
川
端
の
作

品
群
に
お
い
て
も
、
概
ね
如
上
の
意
味
を
担

っ
て
い
る
も
の
と
考
え

ら
れ
る
。

杉
井
和
子
は
、
川
端
に
お
け
る
リ
ア
リ
ズ
ム
の
問
題
と

〈写
生
〉

の
在
り
様
を
考
察
し
た
上
で
、
川
端
に
お
け

る

「写
生
と
象
徴
」
に

関
し
、
次

の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

初
期
作
品
に
お
け
る
写
生
が
、
次
第

に
変
容
し
て
い
っ
た
事

実
を
お
さ
え
て
み
る
と
、
川
端

の
虚
構
意
識
は

〈写
生
〉
か
ら

〈象
徴
〉
に
至
る
こ
と
が
わ
か

っ
て
く

る
。
象
徴
の
域
に
発
展

し
て
ゆ
く
た
め
の
重
要
な
要
素
は
、
川
端

の
場
合
、
言
葉
の
喚

起
力

で
あ

っ
た
と
思
わ
れ
る
。
〔中
略
〕
川
端

の
場
合
、
特
筆

す
べ
き
は
象
徴

の
方
法
が
、
写
生

の
方
法

の
発
展
、
も
し
く
は

熟
成
で
あ

っ
た
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
初
期

の
写
生

の

方
法
が
、
象
徴

へ
と
発
展
す
る
萌
芽
を
見
出
す
こ
と
が
重
要
で

あ
ろ
う
。
川
端
が
選
び
と

っ
て
い
く

<言
葉
〉、
言
葉
そ
の
も

の
に
よ

っ
て
イ
メ
ー
ジ
が
喚
起
さ
れ
る
こ
と
、
そ
れ
は
そ
の
ま
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初期川端文学における象徴表現について(一)

ま

〈虚
〉
の
世
界
に
入

っ
て
し
ま
う
作
家
を
意
味
す
る
わ
け
で

は
な
い
。
〔中
略
〕
象
徴
に
高
ま
る

〈写
生
〉
で
な
け
れ
ば
な

ら
な
か

っ
た
の
で
あ
る
。

「川
端
文
学
の
写
生
と
象
徴
ー
大
正
の
短
編
を
中
心

と
し
て
ー
」

(「川
端
文
学

へ
の
視
界

年
報
」

=
二

一
九
九
八
年
六
月

教
育
出
版
セ
ン
タ
ー
)

こ

こ
で
杉
井
は
、
リ
ア
リ
ズ
ム
批
判
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
初

期
の
川
端
の
創
作
に
お
い
て
、
実
は
そ
れ
こ
そ
批
判
の
対
象
と
も
さ

れ
う

る
べ
き

〈写
生
〉
こ
そ
が
、
後
の
川
端
文
学
の
特
長
と
も
呼
べ

る

〈象
徴
〉
の
伸
張

の
萌
芽
に
な

っ
て
い
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。

こ
れ
は
川
端
文
学
の
特
質
を
考
え
る
上
で
、
非
常
に
重
要
な
示
唆
を

与
え

て
く
れ
る
も
の
と

い
え
よ
う
。
続
編
で
は
、
杉
井

の
指
摘
を
足

が
か
り
と
し
、
こ
の
リ
ア
リ
ズ
ム
批
判
お
よ
び
川
端
の

〈写
生
〉
と

〈象
徴
〉

の
問
題
か
ら
は
じ
め
て
、
本
稿

の
主
眼
で
あ
る

〈言
葉
〉

を
め
ぐ
る

「
川
端
康
成

の
言
語
観
」
と

い
う
観
点
か
ら
考
察
し
て
い

き
た

い
と
考
え
て
い
る
。

〈
以

下

、

続

く

〉

注(1
)
拙
稿

「
「
文
芸
時
代
」
と
川
端
康

成

i

川
端
康
成

の
言
語
観

〈
一
>

1

」

「「
文

芸
時
代

」
と
川
端

康
成

-

川
端
康
成

の
言
語

観

〈
二
>

1

(承
前

)
」

(「
桜

花
学
園
大

学
人
文

学
部

研

究
紀
要

」
第

一
一

号

・
第

一
三
号
、

二
〇
〇
九
年
三
月

・
二
〇

=

年

三
月
)

お
よ
び

「
川
端

康
成

に
お
け

る
言

語

の
到
達

不
可
能
性

に

つ
い
て

-

川
端

康
成

の
言
語
観

〈
三

〉
ー

」

(「
日

本
語

日
本
文

学

(創

価

大
学

)
」

第

二
二
号
、

二
〇

一
二
年

三
月
)
を
参

照
さ
れ
た

い
。

(
2
)
引

用

は
三

五
巻

本

『
川
端

康
成

全

集
』

第

一
巻

(
昭

和

五
六
年

一
〇

月

新

潮

社

)

お

よ
び
、

『

同

全

集
』

第

二
巻

(
昭
和

五

五
年

一
〇
月
)
に
拠

る
。
た
だ

し
引
用
に
あ
た

っ
て
は
、

旧
漢
字

は
新
漢
字

に
改

め
、
引
用
箇
所

の
ペ
ー
ジ
数

の
明

記
は
省
略

し
た
。

〔
付

記
〕

本
稿

は
、

川
端

文

学

研
究

会

(
現
、
川

端
康

成

学
会

)

第

一
五

一
回
例
会

で
の
研
究
発
表

「
川
端
文
学

に
お
け

る
象
徴
表

現
に

つ
い
て
ー

「白

い
満
月

」
を
中
心

に
i
」

(平
成

二
二
年

四
月

二
四

日

於
、
二
松
學
舎
大
学
)

の
前

半
部
分

の

一
部
を
も
と

に
起

稿
し

た
。

席
上
、
多
く

の
ご
質
問

・
ご
教
示
を
戴

い
た
。
記

し
て
感
謝
し

た

い
。
な
お
、

こ
の
発
表

の
後

半
部
分

で
あ

る

「白

い
満

月
」

(「
新

小

説
」
大
正

一
四
年

一
二
月

)
に
関
す

る
論
考

は
、
本
稿

の
続
編
と

は
別
に
原
稿
を
用
意

し
て

い
る
。
後
日
、
改
め

て
ご
高

評
を
乞

い
た

い
と
思
う

。

(や
ま
な
か

・
ま
さ
き
、
本
学
教
授
)
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