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春
夫
愛
を
語
っ
て
や
ま
な
い
著
者
に
よ
る
渾
身
の
研
究
で
あ
る
。

前
半
は
初
期
作
品
の
分
析
か
ら
「
虚
構
の
フ
ル
サ
ト
」
の
希
求
と
い

う
春
夫
の
創
作
根
拠
を
押
さ
え
た
上
で
、
ゲ
ー
テ
由
来
の
「
世
界
文

学
」
の
一
員
と
し
て
自
我
形
成
を
果
た
す
理
想
と
、
そ
れ
を
突
き
崩

す
〈
自
然
〉
の
客
体
性
あ
る
い
は
身
体
的
無
意
識
へ
の
欲
求
と
が
、

代
表
作
『
田
園
の
憂
鬱
』
に
お
い
て
葛
藤
す
る
様
を
描
き
出
す
。
同

様
に
、
植
民
地
台
湾
を
舞
台
と
し
た
「
女
誡
扇
綺
譚
」
に
お
い
て
、

世
界
市
民
の
普
遍
的
表
象
に
身
を
委
ね
た
い
「
私
」
の
欺
瞞
に
、
亀

裂
を
生
じ
さ
せ
る
他
者
の
現
前
性
を
取
り
出
し
て
み
せ
る
。
春
夫
が

一
九
二
一
年
を
転
機
と
し
て
「
私
小
説
」
的
作
風
へ
移
行
す
る
の
も
、

こ
う
し
た
葛
藤
を
経
て
、「
詩
」
を
毀
損
す
る
散
文
芸
術
の
リ
ア
ル

な
力
に
優
位
性
を
見
る
よ
う
に
な
っ
た
か
ら
だ
。

こ
う
要
約
し
て
し
ま
え
ば
、議
論
の
構
図
は
明
瞭
で
あ
る
。
だ
が
、

読
み
進
め
る
う
ち
に
本
書
を
貫
く
断
層
が
浮
か
び
始
め
、
前
後
半
の

間
の
大
き
な
転
調
と
し
て
そ
れ
を
経
験
す
る
こ
と
に
な
る
。専
ら〈
語

り
〉
か
ら
抽
出
す
る
「
春
夫
」
の
現
象
学
的
な
分
析
と
、
史
料
か
ら

彼
の
行
動
の
逐
一
の
特
定
を
目
指
す
実
証
研
究
の
分
裂
。
こ
れ
は
一

種
の
「
転
移
」
で
あ
る
。
春
夫
の
葛
藤
を
著
者
自
身
で
引
き
受
け
て
、

そ
れ
が
議
論
の
全
体
構
成
に
適
用
さ
れ
て
い
る
循
環
が
、
本
書
の
分

裂
を
有
効
な
研
究
方
法
と
し
て
肯
定
す
る
の
だ
。
そ
の
意
味
で
「
渾

身
」
の
書
な
の
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
読
者
は
、『
田
園
の
憂
鬱
』
論
と
南
方
紀
行
論
を
架

橋
す
る
「
女
誡
扇
綺
譚
」
論
に
白
眉
を
見
る
は
ず
だ
。
安
易
に
理
論

用
語
を
借
用
す
る
こ
と
な
く
、
テ
ク
ス
ト
の
「
沈
黙
」
の
意
味
を
史

料
読
解
と
現
地
調
査
か
ら
導
き
出
す
鮮
や
か
さ
は
、
同
作
の
探
偵
小

説
的
な
読
み
物
と
し
て
は
否
定
で
き
な
い
退
屈
さ
を
補
っ
て
余
り
あ
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る
。私

的
関
心
に
照
ら
せ
ば
、
一
世
紀
前
の
「
世
界
文
学
」
を
〈
詩
の

国
〉
と
し
て
理
想
化
す
る
ア
ナ
ク
ロ
ニ
ズ
ム
に
関
わ
る
議
論
が
参
考

に
な
っ
た
。
ま
た
本
書
で
唯
一
の
物
足
り
な
さ
も
こ
こ
に
感
じ
る
。

「
風
流
」
論
に
至
っ
て
春
夫
の
「
詩
」
の
位
置
づ
け
は
半
捻
り
の
転

換
が
認
め
ら
れ
、
詩
的
境
地
か
ら
「
世
界
」
が
脱
落
し
た
（
あ
る
い

は
「
小
説
」
の
側
に
振
り
分
け
ら
れ
た
）
よ
う
に
見
え
る
の
だ
が
、

そ
の
思
考
の
経
緯
が
判
然
と
し
な
か
っ
た
。
南
方
旅
行
を
経
て
、
春

夫
に
と
っ
て
の
「
世
界
」
の
外
延
が
変
わ
っ
た
か
ら
か
、
そ
れ
と
も

「
私
小
説
」
が
古
の
理
想
的
「
世
界
」
を
吸
収
し
た
か
ら
か
。
何
に

し
て
も
、
そ
の
相
克
は
「
春
夫
独
特
の
ア
イ
ロ
ニ
ー
」
に
留
ま
ら
な

い
は
ず
で
、
今
後
は
他
の
作
家
の
テ
ク
ス
ト
と
の
関
係
性
に
考
察
を

移
し
て
欲
し
い
の
が
本
音
な
の
だ
が
、
人
の
「
愛
」
に
口
出
し
す
る

の
は
野
暮
か
も
し
れ
な
い
。

広
義
の
作
家
研
究
は
、
読
解
に
混
乱
を
来
し
て
も
「
作
家
」
と
い

う
「
闇
」
を
通
過
さ
せ
れ
ば
、
ど
の
よ
う
に
も
説
明
で
き
て
し
ま
う

点
で
逆
に
エ
ク
ス
キ
ュ
ー
ズ
と
な
る
危
う
さ
が
つ
き
ま
と
う
。
著
者

の
い
う
「
存
在
論
」
へ
の
踏
み
込
み
は
決
し
て
魔
法
の
関
数
の
発
見

で
は
な
い
こ
と
を
自
覚
す
る
必
要
が
あ
る
し
、
誘
惑
を
振
り
切
る
の

は
容
易
で
は
な
い
。
そ
の
意
味
で
、
本
書
は
間
違
い
な
く
希
有
の
達

成
な
の
で
あ
る
。

（
さ
か
ぐ
ち
　
し
ゅ
う
・
福
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女
子
大
学
准
教
授
）


