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｢
熾
火
が
胸
の
上
に
居
座
っ
て
い
て
わ
た
し
の
身
を
焦
が
す
の
よ

り
も
も
っ
と
悲
し
い
の
は
︑
京
の
都
と
島
と
い
う
僻
地
に
遠
く
隔
て

ら
れ
て
し
ま
う
現
実
の
別
れ
で
し
た
﹂
︒

藤
原
定
家
が
﹃
古
今
和
歌
集
﹄
伝
本
の
校
訂
を
し
た
時
︑
墨
が
引

か
れ
て
い
た
十
一
首
を
切
り
出
し
て
︑
巻
末
に
ま
と
め
た
﹁
墨す

み

滅け
ち

歌う
た

﹂
の
中
に
あ
る
作
︒
も
と
も
と
は
巻
十
﹁
物
名
﹂
︵
物
の
名
前
を

詠
み
こ
む
︶
に
置
か
れ
て
い
た
も
の
で
︑
詞
書
に
は
﹁
お
き
の
ゐ

み
や
こ
し
ま
﹂
と
あ
る
︒
場
所
は
全
く
不
明
だ
が
︑
お
そ
ら
く
島
の

名
前
だ
と
思
わ
れ
る
︒

初
句
﹁
お
き
の
ゐ
て
﹂
に
目
が
留
ま
る
︒
熾
火
が
胸
の
上
に
居
座

る
と
は
︑
ど
の
よ
う
な
状
況
な
の
だ
ろ
う
︒
ま
ず
考
慮
し
な
け
れ
ば

い
け
な
い
の
は
︑
﹁
熾
火
﹂
の
意
味
が
今
と
当
時
と
で
は
異
な
る
点
︒

現
代
で
は
︑
着
火
し
た
薪
や
炭
が
炎
を
あ
げ
ず
に
芯
の
部
分
が
赤
く

燃
え
て
い
る
状
態
を
言
う
︒
け
れ
ど
︑
当
時
は
盛
ん
に
燃
え
て
い
る

火
の
意
味
が
あ
っ
た
ら
し
い
︒
自
ら
を
苦
し
め
る
恋
情
の
火
と
い
う

解
釈
に
な
る
だ
ろ
う
か
︒

さ
ら
に
は
﹁
ゐ
て
﹂
の
言
い
回
し
に
も
違
和
感
が
あ
る
︒
熾
火
が

﹁
あ
る
﹂
な
ら
わ
か
る
︒
し
か
し
﹁
ゐ
て
﹂
な
の
だ
︒
こ
こ
に
は
仏

教
の
苦
行
の
一
つ
で
あ
る
焼
身
行
が
源
に
意
識
さ
れ
て
い
る
可
能
性

が
あ
る
と
い
う
︒
﹃
法
華
経
﹄
に
薬や

く

王お
う

菩
薩
が
焼
身
︑
焼し

ょ

臂う
ひ

︵
ひ
じ

を
焼
く
︶
供
養
を
行
う
話
が
あ
る
︒
ほ
か
に
も
中
国
の
高
僧
が
身
体

を
火
で
焼
き
な
が
ら
説
教
を
し
︑
骨
肉
が
す
べ
て
焼
き
尽
く
さ
れ
た

の
ち
心
臓
だ
け
が
あ
か
あ
か
と
残
っ
た
と
い
う
有
名
な
話
な
ど
︑
焼

身
行
の
話
は
説
教
の
席
な
ど
で
さ
ま
ざ
ま
に
語
ら
れ
て
き
た
は
ず
で
︑

だ
か
ら
こ
そ
﹁
お
き
の
ゐ
て
﹂
の
言
い
回
し
が
生
き
る
︒

小
町
の
火
の
詠
い
か
た
は
独
特
で
︑
男
の
尽
き
な
い
気
ま
ぐ
れ
や

心
変
わ
り
に
嘆
き
つ
つ
心
を
燃
や
す
﹁
人
に
逢
は
む
つ
き
の
な
き
に

は
思
ひ
お
き
て
胸
走
り
火
に
心
や
け
を
り
﹂
と
い
う
作
も
あ
る
︒
こ

こ
で
も
火
は
胸
の
上
を
走
っ
て
ゆ
く
︒
心
を
火
に
喩
え
る
表
現
は

﹃
万
葉
集
﹄
か
ら
あ
っ
た
け
れ
ど
︑
小
町
の
場
合
は
仏
教
の
思
想
や

理
論
を
あ
ざ
や
か
に
恋
愛
に
転
用
し
た
火
と
言
え
る
だ
ろ
う
︒

︵
小
島
な
お
︶

●
二
人
で
味
わ
う
古
典
和
歌
︵
88
︶

お
き
の
ゐ
て
身
を
焼
く
よ
り
も
か
な
し
き
は
都
島
べ
の
別
れ
な
り
け
り

小
野
小
町
























































































































