
特集

言
葉
に
潜
む
死
の
香
り

｜
｜
小
川
洋
子
随
想
教
材
を
読
む

こ
れ
ま
で
、
西
田
谷
ゼ
ミ
の
共
同
研
究
と
し
て
小
川
洋
子
教
材
の
検
討

を
続
け
て
い
る
。
西
田
谷
洋
編
『
女
性
の
語
り
／
語
ら
れ
る
女
性
日
本

近
現
代
文
学
と
小
川
洋
子
』
（
一
粒
書
房
二

O
一
五
・
一
二
）
で
は
「
ト
ラ

ン
ジ
ッ
ト
」
・
「
パ
ッ
ク
ス
ト
ロ
ー
ク
」
・
「
飛
行
機
で
眠
る
の
は
難
し
い
」
・

「
果
汁
」
・
「
リ
ン
デ
ン
パ
ウ
ム
通
り
の
双
子
」
・
「
博
士
の
愛
し
た
数
式
」
・

「
巨
人
の
接
待
」
・
「
ハ
キ
リ
ア
リ
」
、
愛
知
教
育
大
学
西
田
谷
洋
研
究
室
編

『
西
田
谷
研
究
室
の
歩
み
－
補
遺
』
（
一
粒
書
房
二
O
二
ハ
・
二
）
で
は
「
缶

入
ド
ロ
ッ
プ
」
・
「
愛
さ
れ
す
ぎ
た
白
鳥
」
と
、
小
川
洋
子
の
教
科
書
教
材

の
う
ち
小
説
を
取
り
上
げ
て
コ
ン
パ
ク
ト
に
論
じ
た
。
今
回
は
高
等
学
校

国
語
科
教
科
書
に
採
用
さ
れ
て
い
る
小
川
洋
子
の
エ
ッ
セ
イ
を
四
編
考
察

す
る
。エ

ッ
セ
イ
「
誰
の
目
に
も
ふ
れ
な
い
と
こ
ろ
で
」
で
は
、
ひ
っ
そ
り
と

姿
を
消
し
な
が
ら
仕
事
を
す
る
人
を
取
り
上
げ
て
い
る
。
今
こ
こ
に
い
な

い
け
れ
ど
も
確
か
に
存
在
し
て
い
た
は
ず
の
人
々
と
い
う
点
で
、
そ
の
存

在
は
死
者
と
通
ず
る
も
の
が
あ
る
。
「
人
と
人
が
出
会
う
手
順
」
で
は
亡

く
な
っ
た
祖
母
と
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
で
出
会
っ
た
ガ
イ
ド
と
を
重
ね
合
わ

吉
岡

木

佐

和

子

せ
て
い
る
。
人
と
人
の
偶
然
の
出
会
い
の
中
に
、
亡
く
な
っ
た
祖
母
を
強

く
思
い
出
さ
せ
て
く
れ
る
よ
う
な
運
命
と
呼
び
た
く
な
る
よ
う
な
出
会
い

が
潜
ん
で
い
る
こ
と
に
感
動
し
て
い
る
。
「
私
の
愛
す
る
ノ

l
ト
」
で
は

ノ
l
ト
が
創
作
の
意
欲
を
増
し
て
い
る
の
だ
と
い
う
。
ノ
ー
ト
に
は
す
で

に
亡
く
な
っ
た
人
物
の
言
葉
が
メ
モ
さ
れ
、
小
川
を
励
ま
し
続
け
る
。
言

葉
は
今
や
存
在
し
な
い
人
物
と
今
を
生
き
る
私
た
ち
を
繋
ぐ
ツ
l
ル
な
の

だ
。
「
数
の
不
思
議
に
魅
せ
ら
れ
て
」
は
『
博
士
の
愛
し
た
数
式
』
の
創

作
過
程
が
書
か
れ
て
い
る
。
数
学
の
永
遠
性
や
完
全
な
美
し
さ
を
讃
え
る

と
同
時
に
、
そ
れ
と
対
照
的
な
人
間
の
生
を
い
と
お
し
ん
で
い
る
。
一
見
、

生
や
死
が
表
面
的
な
テ
l
マ
と
し
て
表
れ
て
い
な
い
よ
う
に
見
え
る
作
品

で
も
小
川
の
言
葉
選
び
に
は
そ
の
要
素
は
潜
ん
で
い
る
。
小
川
洋
子
が
『
ア

ン
ネ
の
日
記
』
の
熱
心
な
読
者
で
あ
る
こ
と
は
今
や
広
く
知
ら
れ
て
い
る

が
、
各
作
品
に
お
い
て
も
『
ア
ン
ネ
の
日
記
」
な
い
し
ホ
ロ
コ
ー
ス
ト
文

学
の
影
響
が
現
れ
て
い
る
。

小
川
洋
子
は
現
在
も
精
力
的
に
執
筆
活
動
を
行
っ
て
お
り
、
広
く
評
価

さ
れ
て
い
る
。
海
外
で
の
評
価
も
高
く
、
国
外
で
も
共
通
し
て
受
け
入
れ
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ら
れ
て
い
る
の
は
、
人
間
の
永
遠
の
テ
l
マ
で
あ
る
死
に
つ
い
て
物
語
っ

て
い
る
こ
と
が
大
き
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
今
後
も
小
川
は
生
と
死

に
つ
い
て
様
々
に
作
品
を
送
り
出
し
て
く
れ
る
こ
と
だ
ろ
う
。

な
お
、
小
川
洋
子
教
材
に
は
、
他
に
高
校
教
材
で
あ
る
「
ア
ン
ジ
エ
リ
ー

ナ
君
が
忘
れ
た
靴
」
、
中
学
校
国
語
教
材
で
あ
る
「
百
科
事
典
少
女
」

が
あ
る
。
一
九
九
二
年
六
月
に
発
表
さ
れ
、
教
材
化
に
際
し
て
副
題
が
省

略
さ
れ
た
「
ア
ン
ジ
エ
リ
l
ナ
」
は
忘
れ
ら
れ
た
靴
に
よ
っ
て
い
わ
ば
未

発
す
る
「
僕
」
と
持
ち
主
の
女
性
と
の
交
流
を
描
く
。

「
百
科
事
典
少
女
」
は
二

O
一
二
年
六
月
に
発
行
さ
れ
た
『
最
果
て
ア
ー

ケ
ー
ド
』
か
ら
の
一
篇
で
あ
る
。
こ
の
短
篇
集
は
有
永
イ
ネ
に
よ
っ
て
漫
画

化
さ
れ
て
い
る
。
文
庫
本
の
帯
に
は
「
小
川
洋
子
が
紡
ぎ
出
す
、
生
と
死

の
あ
わ
い
に
あ
る
夢
の
時
間
」
と
紹
介
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
こ
の
短
篇

集
全
体
は
死
の
雰
囲
気
に
覆
わ
れ
て
い
る
。
そ
の
特
徴
は
こ
の
作
品
に
限

ら
ず
、
小
川
洋
子
全
体
の
特
徴
と
も
い
え
る
。
登
場
人
物
は
出
会
っ
た
人
々

の
死
を
悼
み
、
亡
く
な
っ
た
人
の
た
め
に
、
も
し
く
は
自
分
の
た
め
に
生

命
の
記
憶
を
引
き
継
い
で
い
く
。
小
川
洋
子
作
品
で
は
死
は
決
し
て
忌
み

嫌
わ
れ
る
た
め
の
も
の
で
は
な
い
。
残
さ
れ
た
人
間
が
死
者
の
想
い
を
想

像
し
な
が
ら
生
き
て
い
く
こ
と
で
、
む
し
ろ
死
者
が
生
き
て
い
る
と
き
よ
り

も
深
く
死
者
を
理
解
し
た
り
、
ぽ
っ
か
り
穴
の
空
い
て
し
ま
っ
た
自
分
の
生

を
慰
め
た
り
す
る
。
小
川
洋
子
作
品
は
死
者
や
今
は
い
な
く
な
っ
て
し
ま
っ

た
も
の
へ
の
慈
し
み
の
気
持
ち
か
ら
始
ま
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
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（
た
か
ぎ
・
さ
と
こ

富
山
市
立
速
星
中
学
校
教
諭
）




