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な
ぜ
か
追
悼
、
辻
井
喬

　
　
　
　

１

追
悼
、
な
ど
と
い
う
の
は

ち
ょ
っ
と
お
こ
が
ま
し
い

一
度
も
彼
に
会
っ
た
こ
と
が
な
い
し

作
品
の
熱
心
な
読
者
で
も
な
か
っ
た

し
か
し
「
樹
林
」（,13
年
12
月
）
の
特
集
や

「
現
代
詩
手
帖
」
の
追
悼
号
を
読
ん
で
い
る
う
ち

な
ぜ
だ
ろ
う　

な
つ
か
し
さ
の
よ
う
な
も
の
を
感
じ
た

例
え
ば
山
本
勝
夫
に
よ
る
と

吉
井
勇　

北
原
白
秋　

川
田
順
ら
の
歌
は
い
い
、

と
辻
井
は
語
っ
た
こ
と
が
あ
る
と
い
う

わ
た
し
も
彼
ら
の
歌
が
好
き
だ

実
は
高
知
の
山
間
、
猪
野
々
の
里
に

吉
井
勇
は
失
意
の
一
時
期
を
仮
住
ま
い
し
た
こ
と
が
あ
り

そ
こ
に
小
さ
な
記
念
館
が
建
っ
て
い
る

訪
れ
る
と　

あ
の
「
ゴ
ン
ド
ラ
の
唄
」
の
切
な
い
曲
が
流
れ
る
の
だ

作
詞
し
た
の
は
吉
井
だ

　
　

い
の
ち
短
し　

恋
せ
よ
お
と
め

　
　

朱
き
く
ち
び
る　

あ
せ
ぬ
間
に

こ
の
歌
を
辻
井
も
好
き
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か

黒
沢
明
の
映
画
『
生
き
る
』
の
中
で
志
村
喬
が
口
ず
さ
ん
だ
よ
う
に
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一
つ
の
超
越
の
メ
ロ
デ
ー
と
し
て

　
　
　
　

２

「
現
代
詩
手
帖
」,14
年
２
月
号　

飯
島
耕
一
・
辻
井
喬
追
悼
特
集
─
─

そ
の
座
談
会
か
ら
い
く
つ
か
の
発
言
を
拾
っ
て
み
る

吉
田
文
憲
「
基
本
的
に
飯
島
さ
ん
も
辻
井
さ
ん
も
散
文
行
分
け
詩
と
言
っ
て
も

い
い
よ
う
な
、歩
行
の
感
じ
が
あ
る
ん
で
す
。ぼ
く
が
物
足
り
な
い
の
は
、

辻
井
さ
ん
に
関
し
て
北
川
さ
ん
が
お
っ
し
ゃ
っ
た
よ
う
に
、
詩
に
対
す
る

疑
い
が
な
い
。
文
化
の
普
遍
的
な
価
値
を
信
じ
て
い
る
。
伝
統
と
い
う
よ

う
な
大
き
な
も
の
に
自
分
の
感
受
性
が
つ
な
が
っ
て
い
な
い
と
個
別
の
う

え
に
い
い
も
の
が
で
き
な
い
ん
だ
と
い
う
言
い
方
も
し
て
い
ま
す
。」

野
村
喜
和
夫
「
飯
島
耕
一
の
発
す
る
言
葉
は
世
代
を
代
表
で
き
る
。
辻
井
さ
ん

の
『
わ
た
つ
み　

三
部
作
』
は
死
者
の
鎮
魂
と
し
て
機
能
す
る
。
言
葉
が

広
い
意
味
で
の
公
共
性
を
も
ち
、自
分
が
発
話
す
る
こ
と
が
何
か
を
代
表
、

代
行
す
る
よ
う
な
、
あ
る
意
味
幸
福
な
ポ
ジ
シ
ョ
ン
が
あ
っ
た
気
が
す
る

ん
で
す
。」

蜂
飼
耳
「
詩
が
そ
う
い
う
も
の
で
あ
れ
た
と
い
う
こ
と
は
振
り
返
っ
て
は
っ
き

り
見
え
る
ん
で
す
。た
だ
、下
の
世
代
は
逆
に
そ
こ
に
言
葉
の
リ
ア
リ
テ
ィ

を
感
じ
に
く
い
。
詩
に
そ
れ
を
さ
せ
て
し
ま
う
と
言
葉
に
空
虚
な
感
じ
を

受
け
る
よ
う
に
な
り
、
そ
れ
ぞ
れ
個
別
化
し
て
い
っ
た
結
果
、
い
ま
こ
の

現
状
が
あ
る
。
し
か
し
、
昔
は
そ
う
だ
っ
た
と
単
に
振
り
返
っ
て
終
わ
る

べ
き
で
は
な
い
と
私
は
思
っ
て
い
て
、
ま
さ
に
そ
の
接
続
を
探
さ
な
い
と

い
け
な
い
。…
…
で
も
そ
の
接
続
は
と
て
も
難
し
い
な
と
感
じ
ま
す
ね
。」

北
川
透
「
…
…
む
ろ
ん
、
辻
井
さ
ん
は
、
こ
れ
ま
で
の
大
義
、
あ
る
い
は
大
義
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そ
の
も
の
を
否
定
す
る
け
れ
ど
も
、
大
義
を
求
め
る
生
き
方
自
体
は
美
し

い
と
い
う
こ
と
で
否
定
し
て
い
な
い
ん
で
す
。
大
義
の
あ
る
も
の
は
、
意

味
を
失
う
と
と
も
に
、美
的
な
価
値
に
変
わ
っ
て
い
る
ん
で
し
ょ
う
ね
。」

四
人
そ
れ
ぞ
れ
に
辻
井
の
作
品
を
読
み

現
代
に
お
け
る
詩
の
大
事
な
問
題
に
も
ふ
れ
て
い
る

　
　
　
　

３

詩
作
に
む
か
う
辻
井
の
苦
し
み
の
中
心
は

ど
こ
に
あ
っ
た
の
だ
ろ
う

一
言
で
い
え
ば
現
代
社
会
の
虚
妄
、
と
い
う
こ
と
か

大
君
の
た
め
に
「
鬼
畜
」
と
戦
い　

南
海
の
美
都
久
屍
と
な
っ
た
若
者
た
ち

あ
の
経
験
を
無
に
す
る
か
の
よ
う
な
今
の
日
本
の
在
り
方

辻
井
も
堤
清
二
の
名
で
か
か
わ
っ
た
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
や

グ
ロ
ー
バ
リ
ズ
ム
（
ア
メ
リ
カ
化
）
の
も
た
ら
す
深
い
矛
盾
、
な
ど

こ
こ
で　

最
近
の
あ
る
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
記
事
を
思
い
出
す

渡
辺
京
二
「
生
き
づ
ら
い
世
を
生
き
る
「（
朝
日
新
聞
、,13
・
８
・
23
）

「
あ
ら
ゆ
る
意
味
づ
け
が
解
体
さ
れ
、
人
が
生
き
る
意
味
、
根
拠
ま
で

見
失
っ
て
、ニ
ヒ
リ
ズ
ム
に
直
面
し
て
い
る
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。」

「
根
本
に
は
、
高
度
資
本
主
義
の
止
め
ど
も
な
い
深
化
が
あ
る
と
思
い

ま
す
。
…
…
お
金
を
払
え
ば
（
何
で
も
）
済
む
わ
け
で
す
か
ら
便
利
で

は
あ
る
ん
で
す
よ
。
だ
け
ど
人
間
は
バ
ラ
バ
ラ
に
な
っ
て
し
ま
う
。
資

本
主
義
は
一
人
一
人
を
徹
底
的
に
切
り
離
し
て
消
費
者
に
す
る
。
…
…

生
き
る
上
で
の
あ
ら
ゆ
る
必
要
を
商
品
化
し
、
依
存
さ
せ
、
…
…
」

「
人
は
何
を
求
め
て
生
き
る
の
か
、
何
を
幸
せ
と
し
て
生
き
る
生
き
物
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な
の
か
、
考
え
直
す
時
期
な
の
で
す
。」

そ
う
い
え
ば
３
・
11
の
原
発
事
故

そ
の
直
後
か
ら
早
く
も
原
子
炉
再
稼
働
の
声
が
出
て
く
る

万
一
の
こ
と
が
起
こ
っ
て
も　
「
金
を
払
え
ば
済
む
」
─
─

こ
の
よ
う
な
発
想
ば
か
り
が
横
行
す
る
今
の
社
会
を

詩
人
、
辻
井
喬
は
苦
し
ん
だ
の
で
は
な
い
か

済
む
、
と
は
こ
の
場
合

大
事
な
も
の
を
切
断
す
る
こ
と
で
あ
る

　
　
　
　
　

４

と
こ
ろ
で

わ
た
し
が
追
悼
特
集
を
読
ん
だ
の
は,14
年
２
月
４
日

ま
だ
暗
い
午
前
４
時
ご
ろ
か
ら

い
つ
も
の
こ
と
で
早
く
目
が
覚
め
て
し
ま
っ
た

夜
が
明
け
て
朝
食
を
と
っ
て
い
た
ら　

な
ん
と
！

Ｎ
Ｈ
Ｋ
ア
ー
カ
イ
ブ
ス
「
ト
ル
ス
ト
イ　

ユ
ー
ト
ピ
ア
の
大
地

辻
井
喬
の
巡
礼
」
を
や
っ
て
い
た

〝
巡
礼
〟
は
二
〇
〇
一
年
の
こ
と
ら
し
い

人
は
何
を
求
め
て
生
き
る
の
か　

何
の
た
め
に
生
き
る
の
か
、

を
追
求
し
つ
づ
け
た
ト
ル
ス
ト
イ
の
生
涯

そ
の
非
戦
と
愛
の
思
想
に
共
鳴
す
る
農
民
た
ち
が

小
さ
な
コ
ミ
ュ
ー
ン
を
形
成
し
て　

自
分
た
ち
の
労
働
と
歌
に
生
き
る

や
が
て
教
会
や
国
家
か
ら
破
門
弾
圧
を
受
け
た
彼
ら

今
は
み
る
か
げ
も
な
い
そ
の
子
孫
た
ち
の
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暮
ら
し
の
現
場
を
辻
井
が
訪
ね
る
と
い
う
番
組
で
あ
る

例
え
ば

ユ
ー
ト
ピ
ア
伝
説
の
ふ
る
さ
と　

シ
ベ
リ
ア

こ
こ
は
か
つ
て
デ
カ
ブ
リ
ス
ト
た
ち
が

ロ
シ
ア
の
専
制
と
農
奴
制
の
廃
棄
を
求
め
て
武
装
蜂
起
し

徒
刑
な
い
し
流
刑
と
な
っ
た
地
で
も
あ
る

彼
ら
の
後
を
追
っ
て
妻
た
ち
は

貴
族
の
身
分
を
捨
て

は
る
か
遠
く
バ
イ
カ
ル
湖
の
ほ
と
り
へ
と
向
か
う

こ
の
よ
う
な
場
面
は　
「
大
義
を
求
め
る
生
き
方
」
と
し
て

辻
井
の
胸
を
揺
さ
ぶ
っ
た
に
ち
が
い
な
い

バ
イ
カ
ル
湖
で
よ
く
捕
れ
る
と
い
う
魚
を
手
に
し
な
が
ら

「
彼
ら
は
こ
の
魚
を
食
べ
な
が
ら

革
命
の
思
想
か
ら
生
活
の
思
想
へ
と

心
を
向
け
た
ん
で
し
ょ
う
ね
」

辻
井
は
つ
ぶ
や
く
よ
う
に
語
っ
て
い
た

　
　
　
　

５

『
自
伝
詩
の
た
め
の
エ
ス
キ
ー
ス
』（,08
年
）
か
ら

す
こ
し
引
用
し
て
み
よ
う

　
　

そ
ん
な
時　

む
か
し
見
た
の
は
漂
泊
者

　
　

あ
る
い
は
都
を
捨
て
て
ゆ
く
さ
き
ざ
き
で
相
聞
歌
を
詠
む
男

　
　

し
か
し
今
で
は
数
え
き
れ
な
い
顔
の
な
い
勤
め
人


