
女
子
大
國
文
 
第
百
三
十
九
号
 
平
成
十
八
年
六
月
三
十
日

〈怪

し
う

ひ
そ
む
も

の
〉

へ
の
眼
差
し

峯

 

村

 

至

津

子

「
心

の
そ

こ
に
怪

し
う

ひ
そ
む
物
」
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右

の
章

題
は
、
樋

口

一
葉
が
、
自
作

「わ
れ
か
ら
」

(『
文
芸
倶
楽
部
』
第
二
巻
第
六
編

〈明
治
二
九

・
五

・
一
〇

博
文
館
〉
)

の
ヒ

ロ
イ

ン
お
町
に

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
ね

つ
い
て
語

っ
た
言
葉

の

一
部
分

で
あ

る
。

一
葉
最
後

の
小
説

発
表
作
と
な

っ
た

「わ
れ
か
ら
」
は
、
当
時

の
常
識
か
ら
逸
脱
す

る
ヒ

ロ
イ

ン
を

描

い
た
作

品

で
あ

る
が
、
そ

の
描
き
出
さ
れ
た

〈逸

脱
〉
に
於

い
て
は
、

〈社
会

に
対
す
る
反
抗
〉
と

い

っ
た

こ
と
よ
り
も
、
ヒ

ロ
イ

ン
を
突
き

動

か
し

て
ゆ
く
、

そ

の

〈
心

の
底

に
怪

し
う
ひ
そ
む
も

の
〉

に
焦
点
が
当

て
ら
れ
て
い
た
と
言
え
る
。

 
最

近

の
拙
著

『
一
葉

文
学

の
研
究
』

(平
成

一
八

・
一一丁

二
四

岩
波
書
店
)
の
中

で
論
じ
た
よ
う

に
、

「わ
れ

か
ら
」
は

い
き
な
り
そ

の
冒
頭

か

ら
、
満

た
さ

れ
な

い
も

の
を
抱
え

込
み
、
そ
れ
を
上
手
く
解

消
す

る
こ
と
が

で
き
な

い
ヒ

ロ
イ

ン
が
、

そ

の
も
ど
か
し
さ
を
、
当
時

の

〈
人

の

妻
〉

と

し
て
非
常

に
問
題
視
さ

れ
る
言
動
に
よ

っ
て
無
意
識

の
う
ち
に
発
散
さ
せ
て
し
ま
う
様
を
鮮
烈
に
描
き
出

し
て
い
た
。

ヒ

ロ
イ

ン
自
身

が
十
分
自
覚

的

で
な

い
故
に
、

い

っ
何
時
、

ど
う

い

っ
た
か
た
ち

で
噴

出
す

る
か
わ
か
ら
な

い
心

の
中

の
鯵
屈
。
自
身

で
把
捉

し
き
れ
な

い
も

の
を
自
ら

の
心

に
棲
ま
わ
せ

て
し
ま

っ
た

ヒ

ロ
イ

ン
ー1
家

の
中

の
平
凡
な
女

の
危
う
さ
ー
ー

そ
れ
が
、
論
者
が
本
作

の
眼
目
と

し
て
注
目
し
た



こ
と

で
あ

っ
た

(以
上
、
拙
著
第
八
章
参
照
)
。

 

〈女

の
心

へ
の
着

目
〉
と

い
う

の
が
同
時
代

の
言
説

に
於

い
て
欠
落
し
て
い
た
視
点

で
あ

る
こ
と
は
先

の
拙
著

に
於

い
て
見
た

こ
と

で
あ
る
が

(第
六
章
、
七
章
等
参
照
)
、

一
葉

文
学

に
於

い
て
、

〈女

の
心

の
底
に
怪

七
う

ひ
そ
む
も

の
〉

へ
の
眼
差
し
は
、

い

つ
頃
か
ら
顕
著

に
現
れ

て
く

る

の
だ
ろ
う

か
。
今
後
、

そ
の
源
流

を
辿

る
こ
と
が
課
題
と
な

る
が
、
ま
ず
は
、
章
題
に
掲
げ

た
先

の
言
葉

に

一
葉
が

こ
め
た
も

の
を
、
も
う

少

し
明
確
に
捉

え

て
み
た

い
。

 

1
 

稲
荷
社

前

の
物
思

い
を
め
ぐ

っ
て
I

I
緑
雨

・
露
伴
の
読
み
と

一
葉
の
意
向
I

l

 
先

の

一
葉

の
言
葉

は
、
彼
女

に

「
わ
れ
か
ら
」

の
読

み
に

つ
い
て
質

問
を
投
げ

か
け
た
斎
藤
緑
雨
と

の
応
酬

の
中

で
発
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ

る
。

一
葉

日
記

に
よ
れ
ば
、
明
治

二
十
九
年

五
月

二
十
九

日
、

一
葉
を
訪
ね
た
緑
雨
は
、
「わ
れ
か
ら

の
評

め
さ
ま

し
草
三
人
冗
語

の
問
に
大

い

に
見
解

を
異

に
せ
る
」
と

い
う
事
情

を
語
り
、

「わ
が

い
ふ
処
尤
な

る
か
露
伴

の
思
ふ
処
当
れ
る
か
」
、

一
葉

の

「所
存
」
を
確
か
め
る
た
め
に

二

つ
の
問

い

(
ヒ
ロ
イ

ン
お
町
の
稲
荷
社
前

の
物
思

い
の
内
実
、
及
び
、

お
町
と
書
生
千
葉

と

の
姦
通

の
実
事

の
有
無
)

を

一
葉
に
向
け
煙
。

こ
こ
で
問
題
と
す
る

の
は
、

そ
の
う
ち

の

一
番

目
の
問

い
ー

ー

「わ
れ
か
ら
」
九
章
、
稲
荷
社
前

に
於

い
て

ヒ

ロ
イ

ン
お
町
が
囚
わ
れ
た
不
安

に

つ
い
て
ー

で
あ
る
。

緑
雨
が
発

し
た
疑
問
と
は
、

次

の
よ
う
な
も

の
で
あ

っ
た
。
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い
な

り

の
社
前

に
奥
方

物
お
も
ひ
を
生
ず
る
処
あ

り
、
あ
れ
は
 
の
 

よ
り

の
 

に

っ
き
て
明
く
 

 
を

お
も
 

 
り
、 

も

い

つ
し
カ

 
 

・
と
同

じ
き
、 

に
 

り
、 

 

な
カ
ら
、 

と

の

冠
か
し

こ
に
い
た
ら
ぬ
前

よ
り
有
し
も

の
な
ら
ん
か

そ
れ
と
も
、

 
 
あ

の
奥

が
た

の
性
と
し
て
さ

る
事
常

日
頃
お
も

ひ
居
る
べ
き
に
あ
ら
ず

 
真

に
偶
然

の
出
来
事
と

し
て
描

か
れ
た
る
物
な

る
べ
し

と

い
う

二

つ
の
読
み
方

の
う
ち
、

「作
者
」

の
執
筆

「当
時

の
心
は
如
何
成

し
か
」
と

い
う
も

の
で
あ
る
。
右

の
二
説

の
う
ち
、

「前

の
説
は
露



伴

の
と
く
処

 
あ

と
な

る
は
我
が
論

じ

つ
る
也
」
と

い
う
よ
う
に
、
露
伴
と
緑
雨
と

の
間

で

〈宿
命
〉
か

〈偶
然
〉

か
と

い
う
点

で
読

み
が
対

立
し
て

い
た

よ
う

で
あ

る
が
、

一
葉

の
答
え

は
と
言
え
ば
、

 
 

誠
に

こ
れ
は
偶
然

の
出
来
事
な

り
 

し
か
れ
ど
も
常

々
お

の
れ
も
知
ら
ぬ
心

の
そ

こ
に
怪

し
う

ひ
そ
む
物

の
あ

り
て
心
細
き
感

は
常

々

 
 
有

し
に
相
違
な

か
る
べ
く
さ

て
此
事

は
偶
然

に
お

こ
り
た
る
な
る
べ
し

と

い
う
、

「
二
論

の
中

間
」
を
ゆ
く

よ
う

な
も

の
で
あ

っ
た

(以
上
、
『
全
集
三
ω
』
四
八
四
-
四
八
五
頁
)
。

つ
ま
り
、

乳
飲

み
子
だ

っ
た
自

分
と

父
親

の
与
四
郎
を
捨

て
て
出
奔

し
た

母
美

尾

の
こ
と
を
、

「常

日
頃
」
意
識
的

に
考

え

て
い
た
わ

け
で
は
な

い
が
、
無
意

識

の
う
ち

に
わ
だ
か

ま

っ
て

い
た

も

の
が

あ
り
、

そ

の
欝

屈
が

偶
然

こ
の
場
面
に
於

い
て
表
に
出

て
き
た
と
い
う

の
で
あ

る
。

 

2
 

一
葉

日
記
と

「
三
人

冗
語
」

と
の
齪
蠕

 
と

こ
ろ
で
、
こ
の
緑
雨
と

一
葉

の
や

り
と
り
を
め
ぐ

る

一
葉

日
記

の
記
述

に

つ
い
て
、
十
川
信
介
氏
は
、
露
伴

の
読

み
に
関
す

る
部
分
で

の
、

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ロき
 

日
記
と

「
三
人
冗
語
」

と

の
微
妙
な
食

い
違

い
に
着
目
し

て
い
る
。

1
で
引
用
し
た
日
記

に
引
か
れ

て
い
る
露
伴
説

で
は
、

引
用
箇
所
傍
線

部

に
あ

る
よ
う
に
、

「親

の
世
よ
り

の
事
」
と

い
う

の
が
、
「我
れ
も
い

つ
し
か
母
と
同
じ
き
運
命
に
廻
り
逢
ふ
事
な

か
ら
ず
や
」
と

い

っ
た
、

「夫

を
裏

切

っ
て

で
も
何
ご

と
か
を
な
し
か
ね
な

い

「怪

し
う

ひ
そ
む
物
」
の
自
覚

」
(十
川
氏
、

一
七
七
頁
)
と

い
う
内
容
と

し
て
捉
え
ら
れ
て

い
る

の
が
わ

か
る
。

し
か
し
実
際

に
は
、

「
三
人
冗
語
」

(『
め
さ
ま
し
草

ま
き
の
五
』
〈明
治
二
九

・
五

・
二
五

盛
春
堂
〉
)
に
掲
載
さ
れ

て
い
る
、

「
ひ

い
き
」
と
名
乗

る
評
者

に
よ
る
こ

の
説

の
当
該
部
分

で
は
、
日
記
と
は
異
な

り
、
〈母
美
尾
に
捨

て
ら
れ
た
父
与

四
郎
と
同
じ
よ
う

に
、
自
ら
も

夫

に
捨

て
ら
れ
る

の
で
は
な

い
か
〉

と

い
う
不
安

と
し
て
解
釈
さ
れ

て
い
る

の
で
あ
る
。

そ

の
箇
所
を
次

に
引
く
。

 
 

(前

略
)
お
美
尾
与
四
郎
が
上
を
も
、
や

峯
詳
し
く
も

の
し
た
る
は
、
第
九
回

の
お
町
神
前
に
我
が
未
来
を
危
ぶ
む
と

こ
ろ
に
呼
応

せ
し

 
 
め

ん
が
た

め
な

り
。

我
が

父
は
我

が
母

に
棄

て
ら
れ
玉
ひ

て
後
此

富
を
成

し
、
此
家
を

も
得
玉

へ
り
。
さ

れ
ど
其

は
男
な
れ
ば

こ
そ
な
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〈怪

し
う
ひ
そ
む
も

の
〉

へ
の
眼
差

し



れ
。

(中

略
) 

し
我
が

父

の
如
く
、
が
 

の
 

て
ら

る

ン
こ
と
も
 
あ
ら

は
、
、
が
行
 

は
如
拒
な
る
、
き
 
あ

峯
我
は
人
に
よ
り
て
立

 
 

つ
女

の
身
な

り
と
他
人

の
事

に
も
あ
ら
ぬ
父
が

 

の
こ
と

の
胸

に
浮
め
は
こ
そ
、
お
町
は
其

小
祠

の
前

に

て
女

の
心
よ
わ
く
も
取
越

し
た

 
 

る
物
思

ひ
に
締

っ
け
ら

る

㌧
や
う
な

る
苦
し
み
を
覚
え
た
る
な
れ
。

(後
略
) 
 
 
 
 

 
 

. 
 
 
 
 
 

 
 

(
一
三
ー

一
四
頁
)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ハる
 

 
露
伴
説
と
推
定
さ

れ
る
右

の
読
み
を

「や
や
平
凡
な
解
釈
」
と
す

る
十
川
信
介
氏

(前
掲
書
、

一
七
人
頁
)
は
、

〈捨

て
ら
れ
た

父
親

と
同
じ
運

命
を
辿

る

の
で
は
…
〉

と

い
う

こ
の
説

の
中
身
が
、

一
葉

の
日
記
に
記
さ
れ

て
い
る
緑
雨

の
発
言

の
中

で
は
、
夫
と

の
生
活

に
安
住

で
き
ず

、

出
奔

と

い
う

行
為

に
は
し

っ
た

く母
と
同
じ
道
を
辿
る

の
で
は
…
V
と

い
う
読

み
に
変

化
し
て
い
る

こ
と
か
ら
、

こ
こ
に
、
露
伴
と

は
異
な

る

解
釈

で

「
わ
れ
か
ら
」
を
読

ん
で

い
た
緑
雨
と
、
そ
れ
を
否
定

し
な
か

っ
た

一
葉

と
の
共
鳴
を
見

て
い
る

(
一
七
七
-

一
七
八
頁
)
。

 

十
川
氏
は
、

こ
の

〈
父
〉
↓

〈母
〉

の
食

い
違

い
が

「
一
葉

の
書
き
ま
ち
が

い
で
な

い
と
し
た
ら
」

二

七
七
頁
)
と
仮
定

し
て
論

じ
て

い
る

が
、
も
し
も
仮

に
、
緑
雨
が
露
伴
説
を

「
三
人
冗
語
」
通
り
に

一
葉

に
伝
え
、

一
葉

が
そ
れ
を

「書
き
ま
ち

が
」
え
た

の
だ
と
し
て
も
、

そ

こ

に
作
者

一
葉

の
本
音
が
表

れ
て

い
る
と

い
う
点

に
於

い
て
は
違

い
は
な

い
と
思
わ
れ
る
。
本
稿

で
は
、

「常

々
お

の
れ
も
知
ら
ぬ
心

の
そ

こ
に

怪

し
う

ひ
そ

む
物

の
あ

り
て
」
と
自
身
が
解
説
す

る
、

一
葉

が
お
町
に
於

い
て
描
き
出

そ
う
と
し
た
も

の
が
、
〈父
と
同

じ
運
命
を
辿
る
予
感

と

そ
の
不
安
〉
と

い
う

「三
人
冗
語
」

の
先

の
説

で
は
到
底
捉
え
き
れ
な

い
も

の
を
含

ん
で

い
た
と

い
う
こ
と
を
、
「わ
れ
か
ら
」
本
文
か
ら
読

み

取

っ
て
み
た

い
。
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3
 

恨

み

と

共
感

の
欠

如

l
l
父
母
に
対
す
る
お
町
の
思

い
l

l

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

あ
な
た

 
先

に
引

い
た

「三

人

冗

語

」

の
説

は
、

「わ

れ

か

ら
」

九

章

に
於

い
て
、

お

町
自
身

が
夫

恭

助

に
向

け

て
語

っ
た
、

「私

は
貴

君

に
捨

て
ら

れ

 

せ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
さ
び

は
為

ぬ

か

と

存

じ
ま

し

て
、
夫

れ

で
此

様

に
淋

し
う

思

ひ
ま
す

る
」
と

い
う

言
葉

(『
全
集
二
』

一
九
三
頁
)
を

そ

の
ま

ま
踏

ま
え

た

も

の
と

言

え

罷
。

恭

助

に

心

中

を

訴

え

よ

う

と
す

る

こ

の
場

面

の
お

町

の
態

度

に
偽

り

は
見

て
取

れ

な

い
が

、

し

か
し
作

中

人

物

の
発

言
が

、

彼

ら

の
心

中



を

正

確

に
余

す

と

こ
ろ

な

く

伝

え

て

い
る

と

い
う
保

証

は
な

い
。

よ

っ
て
、

お

町

の
発

言
を

額

面

通

り

に
受

け

取

り

、

そ
れ

11
彼

女

の
心

に

わ

だ

か

ま

る
も

の
、

と
捉

え

る

こ

の
解

釈

は
短

絡

的

で
あ

る
。

不
幸

な
宿

命

(引
用
箇
所
傍
線
部
)
と

頼

り

な

い
女

の
身

の
自

覚

(同
波
線
部
)
と

い

う
極

め

て
わ

か

り

や

す

い

こ

の
解

釈

だ

け

で

は
説

明

し

き

れ

な

い
も

の
が
、

こ

の
作

品

に

は
描

か

れ

て

い
た

の

で
は

な

か

っ
た

か
。

 

そ

も

そ

も

、

「三

人

冗
語

」

で

「
ひ

い
き

」
が

言
う

よ

う

に

お

町
が
常

日
頃
、
自

分

が

父
と

同

じ

よ

う

に
捨

て
ら

れ

る

の
で

は
な

い
か

と

い
う

不
安

に
悩

ま
さ

れ

て

い
る

の
だ

と

し

た

ら

、
も

う

少

し

作

中

に
、
お
町

の
父

に
対
す

る
心
情

的

な

寄

り
添

い
が

見

ら

れ

て

し
か

る

べ
き

で
あ

る
。

同

じ

く

捨

て
ら

れ

た

者

と

し

て

の

父

へ
の
共
感

、

一
方

、
自

分

た

ち

を
捨

て
た

母

に
対

し

て
は
嫌

悪
感

が

描

か

れ

て

も

お
か

し

く
な

い

の
だ

が

、

こ

の
作

品

に
は
、

そ
う

い

っ
た

こ
と
が

甚

だ

し

く

欠
如

し

て

い
る
。

「わ

れ

か
ら

」
よ

り

二
年

半

ほ
ど

前

に

発
表

さ

れ

た

「琴

の
音

」
(『
文
学
界
』

第
十

二
号

〈明
治

二
六

二

二

・
三
〇

文
学
界
雑
誌
社
〉
)

で

は
、

母

が
家

を

出
、

父
と

共

に
捨

て
ら

れ
た

主

人

公

が
、

父
が

非
業

の
死

を
遂

げ

た

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
し
わ
ざ

後
、

「父

が
終

り

の
悲

し

き

を

見

る

に

も
、
我

が

渡
邊

の
家

の
末

を

お
も

ふ

に
も
、
母
が

処
業

は
悪

魔

に
似

た

り

と
さ

へ
恨

ま

れ

」
、

「人

の
心

に

誠

な

き

も

の
と

思

ひ
さ

だ

め

」
、
「
ね

ぢ

け

ゆ

く

心
」
は

止

ま

る
と

こ
ろ

を
知

ら

ず
、
「恨

み

に
堪

え

か
ね

て

は
死

な
ば

や

と

思

ひ
た

る
事

も
あ

り
」

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
  
 

と

い
う

ふ
う

に
恨

み

に

よ

っ
て
身

も

心

も

蝕

ま

れ

て

ゆ

く
さ

ま

が
描

き

出

さ

れ

て

い
た

(上
、
『全
集

こ

二
七
〇
ー

二
七

一
頁
)
。

そ
れ

と

比

べ
た

場

合

、

お

町

を

描

く

に

あ

た

っ
て

は
、

一
葉

が
意

識

的

に
母

へ
の
恨

み

と

い
う

要
素

を

排

除

し

て

い

る

と

見

ら

れ

る

の

で
あ

り
、

こ

の
点

は

も

っ
と

注

目
さ

れ

て
も

よ

い

の
で

は
な

い
か

と

思
わ

れ

る
。

こ
こ
に

は
、

母

へ
の
恨

み

・
憎

し

み
を

た
ぎ

ら

せ

る
と

い
う

ふ
う

に
わ

か

り

や

す

く

は

動

か
な

い
心

を

お

町
が

抱

え

て

い
た

こ
と

が

示
唆

さ

れ

て

い
る

の
で
あ

る
。

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 マ
リ

 

大

畑

照

美

氏

は
、
お

町

に

母

へ
の
憎

し

み
が

見
ら

れ

な

い

の
は
、

「出
奔

の
こ
と

は
知

ら
さ

れ

て

い
な

い
」
か

ら

だ

と
論

じ

て

い
る

が
、

こ

の

見
解

に

は

疑

問

が

あ

る
。

氏

は
、

「出

奔

の
事

実

」

を

「も

し
知

っ
て

い

て
、

父

の
自

分

へ
の
冷

淡
さ

が

そ

こ
に
起

因

す

る

と
思

っ
て

い
た

な

ら

、
彼

女

は

母
を

憎

ん

で
も

余

り

あ

る
だ

ろ
う

」
と
述

べ

て

い
る

(注
7
に
同
じ
)。

だ

が

お
町

は

、

「私

を
ば

母
親

似

の
面
ざ

し

見

る

に

綱

の
,種

と

て
寄

せ

つ
け

も

致

さ

れ
ず

、

朝

夕

さ

び

し
う

て
暮

し
ま

し
た

る
を

」

(九
章
、

一
九
四
頁
)
と

自

ら
夫

に
語

っ
て

い
る
よ

う

に
、

母

美

尾

と

う

55

 

〈怪
し
う

ひ
そ
む
も
の
〉

へ
の
眼
差
し



り
ふ
た

っ
で
あ

る
が
故

に
、
母
に
対
す

る
父
与
四
郎

の
恨
み
を

一
身

に
受
け

て
育

っ
て
き
た

の
で
あ
る
。

「痛

の
種
と

て
寄

せ

つ
け
も
致
さ

れ

ず
」

と

い
う

言

い
方
か
ら
は
、
具
体
的
な
詳
細

ま
で
は
知
ら
な
く
と
も
、
な

に
が
し
か
の
逸
脱
行
為
を
母
が
犯
し
た

こ
と
、

そ
し
て
そ

の
所
行

は
、

父
が

い

っ
ま
で
も
許
す

こ
と
が
で
き
な

い
ほ
ど

の
も

の
で
あ

っ
た

こ
と
を
、
彼
女
が
感
づ

い
て

い
る
様

子
が
ほ
の
見
え
る
。
何
よ

り
彼
女

は
、
「母
親

似
」
で
あ
る

こ
と
を
理
由
に
父
が
自
分

に
愛
情

を
見
せ
な
か

っ
た

の
だ
と

い
う

こ
と
を
知

っ
て

い
る
の
で
あ

り
、
い

っ
の
時
点

か
そ

れ
を
知

っ
て
か
ら
は
、

父
親

の
そ

の
態
度

に
接

し
た
り
、
或

い
は
そ
れ
を
思

い
出
し
た
り
す

る
度
、

母

の
し
で
か
し
た

こ
と

の
重
み
を
体
感
さ

せ
ら
れ

て
き
た

に
違

い
な

い
の
で
あ
る
。

よ

っ
て
、
先

の
大
畑
氏

の
論

は
成

り
立
ち
に
く
く
、
お
町
に
母

へ
の
憎
し
み
が

見
ら
れ
な

い
こ
と
に

っ
い
て
は
、

別

の
面
か
ら

の
考
察
が
求

め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ハき
り

 

お
町
に
父

へ
の
共
感

が
稀
薄

で
あ

る
こ
と
に
は
、

こ
う
し
た
生

い
立
ち

の
事
情
が
影
響

し
て
い
よ
う
。

そ
し
て
先

の
お
町

の
発
言
は
、
自

ら

が
、
恐
ら
く
重
大
な
逸
脱
行
為
を
犯

し
た
で
あ
ろ
う

「母
親
似
」

で
あ
る
と

い
う

こ
と
が
、
常

に
意
識
は
せ
ず
と
も
、

否
応
な
く
彼
女

の
心
に

食

い
込
ん

で

い
る
の
で
は
な

い
か
と

い
う

こ
と
を
窺
わ
せ

る
。

し
か
し
そ
れ

で
も
彼
女

に
は
、
恨

み
と
憎
し
み

一
色

で
母

へ
の
感
情
を
塗

り
潰

し
て
し
ま
う

と

い
う
よ
う
な
強

い
思

い
も
見
ら
れ
な

い
。

 

九
章

の
こ

の
場

面
以
外
に
お
町
自
身
が
母

の
こ
と
を
考
え
た
り
、
語

っ
た
り
し
て
い
る
箇
所
は
な

い
。
そ
し
て
、
彼
女
が
自
ら

の
内

面
を
恭

助

に
向
け

て
懸
命

に
言
語
化
し
よ
う

と
し
た
唯

一
の
場

面
で
あ
る
と
言

っ
て
よ
い
こ
の
箇
所

で
も
、

お
町
は
自

ら

の

「さ
び
し
」
さ

は
語
れ

て

も
、

父
と
母
に
対
す

る
自
身

の
感
情

を
あ

か
ら
さ
ま
に
語
る
こ
と
が
で
き

て
い
な

い
。

こ
の
な
か
な

か
言
葉

に
で
き
な

い
と

い
う
と

こ
ろ
に
、

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ま
り

彼
女

の
心

に
食

い
入

っ
て

い
る
簡
単

に
は
割
り
切
れ
な

い
父
母

へ
の
屈
折
し
た
思

い
が
表
れ

て
い
る
よ
う

に
見
え

る
。
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4
 
制
御
し
き
れ
な
い
心

確
か
に
九
章

で
お
町
が
意
識

し
、
恭
助
に
向

か

っ
て

口
に
し
て
い
る

の
は
、

「三
人
冗
語
」

「
ひ
い
き
」
が
指
摘
す
る
よ
う

に

「限
り
も
知

れ



ず
広
き
世

に
立
」

っ
夫

か
ら
顧
み
ら
れ
な
く
な
る

の
で
は
な

い
か
と

い
う
不
安

二

九
三
…

一
九
四
頁
)
で
は
あ
る
が
、

「
ひ
い
き
」

の
読

み
は

、
「入
に
よ
り

て
立

っ
」
「女

の
心
よ
わ
」
さ
と

い
う
も

の
を
殊
更

に
強
調

し
す
ぎ

て

い
る
き
ら

い
が
あ
る
。

お
町

の
心

の
奥
底

に
巣

く
う
も

の
は
、

単

に
そ

の
不
安

・
心
細
さ

に
悩

み
、
嘆
く
だ
け
で
は
な

い
方

向
に
彼
女
を
誘

っ
て
ゆ
く
。
続
く
十
章

で
は
、

お
町

の
欝
屈
が
、
使
用
人

の
女
性

た
ち

に

「心
う

か
れ

る
様
な
恋

の
は
な
し
な
ど
さ

せ
て
聞
く
に
、
人
は
臆

の
は
つ
る

玉
可
笑
し
さ
と

て
笑
ひ
転
け

る
様
な
坪

の
な
き
さ

へ
、
身

`
に
は

一
々
哀
れ

に
て
、
我
れ
も
思

ひ
の
燃
ゆ
る
に
似
た

り
」
(
一
九
四
-

一
九
五
頁
)
と

い
う
ふ
う

に
轟
き
出
す
さ
ま
が
捉
え
ら
れ

て
い
た
。

 

父
に
も
母

に
も

見
捨

て
ら
れ
た
お
町

で
は
あ
る
が
、
孤
独
だ

っ
た
か
ら
恨
む
、
夫

に
顧
み
ら
れ
な
く
な
る

の
が
怖

い
か
ら
身
を
慎

む
、

な
ど

と

い
う
よ
う

に
は
短
絡
的

に
動
か
な

い
ヒ

ロ
イ

ン
の
心
を

こ
の
作
品
は
捉
え

て
い
た
の
で
あ
り
、
だ
か
ら
こ
そ

一
葉

は
そ
れ
を
、
「心

の
そ

こ
に

 
ヘ  
ヘ  
へ

怪

し
う

ひ
そ
む
物
」

と
表
現

し
た

の
だ
と
考

え
ら
れ

る
の
で
あ
る
。

二
 

〈怪

し
う

ひ
そ
む
も

の
〉

の
源
流
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そ
れ

で
は

一
葉
文
学

に
於

い
て
、
容
易
に
は
捉
え
が
た

い
心

へ
の
着

目
は
、

い

つ
頃
か
ら
作

品
に
現
れ
始
め

る
の
だ
ろ
う

か
。
そ

の
見
取
り

図
を
描

い
て
、
、
小
稿
を
締

め
括

る
。

 

壌
 

端
緒

1
ー

「
雪
の
日
」
ー

 

「
心

の
そ

こ
に
怪

し
う

ひ
そ
む
物
」

へ
の
着
眼
が
明
ら
か

に
見
え
始
め
る

の
は
、

「雪

の
日
」

(『
文
学
界
』
第
三
号

〈明
治
二
六

・
三

二
一=
 

女

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ハお
 

学
雑
誌
社
〉
)
あ

た
り
か
ら

で
あ

る
こ
と

は
間
違

い
あ

る
ま

い
。
本
作

で
は
、
学
校
教
師
桂
木
と

の
関
係
を
噂
さ

れ
た
ヒ

ロ
イ

ン
が
、
「此
胸

か
き

さ
ば
き

て
も
身

の
潔
白

の
顕

は
し
た
や
」
と

い
う
意
識

の
表
層

の
思

い
と

は
裏
腹

に
、
降

り
し
き

る
雪
に
誘
わ
れ
る
よ
う

に

「前
後
無
差
別

に
」

家
を
出
奔

し
、
桂

木

の
許

に
は
し
る
と

い
う
行
為
が
、
過
去
を
振

返
る
ヒ

ロ
イ

ン
自
身

の
言
葉

に
よ

っ
て
語
ら
れ

て
い
る

(『
全
集

こ

二
五
七

〈怪
し
う
ひ
そ
む
も
の
〉

へ
の
眼
差

し



1
二
六
〇
頁
参
照
)。

そ

の
中

に
見
え

る
、
「其
心

の
底
何
者

の
潜

み
け
ん
、
駒

の
狂

ひ
に
手
綱

の
術
も
知
ら
ざ

り
し
な

り
」
(二
五
九
頁
)
と

い
う
、

か

つ
て
の
自
分
が
突
き
動
か
さ

れ
、
制
御

し
き
れ
な

か

っ
た
心

に

つ
い
て

の
ヒ

ロ
イ

ン
の
述
懐

に
、
〈怪

し
う

ひ
そ
む
も

の
〉

へ
の
眼
差

し
が
明

ら
か
に
看
取
さ

れ
る

の
は
、
大
勢

の
認
め
る
と

こ
ろ

で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
れ
が
過
去

の

「あ
や
ま
ち
」

(
二
五
六
頁
)
を
語
る
と

い
う
俄
悔

諦

の
枠
組

で
括

ら
れ
て
い
る
た
め
、
過
去
を
語
る

こ
と

に
重
点
が
置
か
れ

て
い
る

こ
と
は
確
か

で
あ
る
と
し
て
も
、
〈心

の
闇
〉
の
部

分
を
評
価

す

る
強

い
姿
勢
が
表
れ

て
い
る
と
ま

で
は
言
え
な

い
。

そ
う

い

っ
た
意
味

で
は
、
次
作

の

「琴

の
音
」
(前
出
)
が

一
つ
の
境
界
線

と
言
え
る

の

で
は
な

い
か
と
考

え
ら
れ

る
。

 

2

序

章

ー

「琴
の
音
」
ー
1

 

「琴

の
音

」

は
、
前

述

の
如

き

経

緯

(本
稿

一
の
3
参
照
)
か

ら
、

「悪

に
染

ま

っ
た
少

年
が

、

妙

な

る
 

の
音

を

聞

く

こ
と

に

よ

っ
て
盲

人

間

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 け
 

に
な

る

と

い
う

更
 

の
過

程

を

 

い
」
た
作

品

で
あ

る

と
要

約

さ

れ

て
き

た
。

傍
線

を
付

し
た

作

品

後
半

部

に

つ
い

て
は
、
「
あ

ま

り

に
も

観

念

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 セ
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ハお
 

的

な

、

か

つ
お

手
軽

な

「貧

民

救

助

」
」

(滝

藤

満
義

氏
)
、

「多

少
唐

突

の
感

も
否

め

な

い
救

済

」

(屋

木
瑞

穂

氏

)
な

ど

と

い
う

よ
う

に
や

や

批

判
的

に
捉

え

ら

れ

る
傾

向
が

あ

る
。

屋

木

氏

は
、
後

年

の

「わ

か

れ
道

」

の
吉

三

が
、
優

し

く

し

て
く

れ

る
女

性

に
出
会

っ
て

も
、

「癒

し

て

く

れ

た

の
も
束

の
間

、
再

び

「
置
去

り
」

に
さ

れ

て
よ

り
孤

独

を

深

め

る
結

果
と

な

る

」

こ
と

に
着

目

し
、

一
葉

が

「琴

の
音

」

「以

後

の
作

で
救

済

の
可
能

性

に
疑

問

符

を
投

げ

か
け

て

い
く

こ
と

に
な

る
」
と
論

じ
て

い
る
が

、
そ

も

そ
も

「琴

の
音

」
で
想

定

さ

れ

て

い
る

〈救

済

〉
と

は
、

不
幸

な

孤
児

が

年

上

の
女

性

に

よ

っ
て
苦

し

み

か
ら

救

わ

れ
、

幸

せ

に
な

る
と

い

っ
た
単

純

な

も

の
で

は
な

い
。

 

「琴

の
音

」

の
主

人

公

の
少

年

金
吾

の
心

は
、

母

に
捨

て

ら
れ

た

当
初

は
、

必
ず

し
も

恨

み

一
辺
倒

で
凝

り
固

ま

っ
て

い
た
わ

け

で

は
な

い
。

そ

の
点

は

語

り

手

に

よ

っ
て

「
は

じ
め

は
浮

世

に

父
母

あ

る
人
う

ら

や

ま

し

く
、

我

れ
も

一
人

は

母

あ

り
け

り
、

今

は
何

処

に
如

何

な

る

こ
と

を

し

て
と
、

そ

ゴ

う

に
恋

し
き

こ
と

も

あ

り

し
が

」

と

語

ら
れ

て

い
る

(上
、
『
全
集

こ

二
七
〇
頁
)
と

こ
ろ

よ

り

明

ら

か

で
あ

る
。

自

分

を

捨
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て
た

人

へ
の
恋

し
さ

を
禁

じ

得

な

い
、
ま

さ

に

後
年

の

「わ

れ
か

ら
」

の
お

町
に
於

け

る
、
母

美

尾

へ
の
恨

み

の
欠
如

を

先

取

り

す

る

よ
う

な

、

一
筋

縄

で
は

い
か
な

い
、
潔

癖

に

恨

み

に
徹

し
き

れ

な

い
人

の
心

の

一
端
が

、

こ

こ
で
確

か

に
捉

え

ら

れ

て

い
る

こ
と

に
注

意

し
た

い
。

上

記

の
引
用

部

は
、

一
の

3

で
引

用

し

た
、

「
父

が
終

り

の
悲

し
き

を

見

る

に
も

」
と

い
う
箇

所

に

繋

が

っ
て

い
く

の

で
あ

り
、

っ
ま

り
、
本

来

恨

む

べ
き
相

手

か
も

し
れ

な

い
が

、
何

と

は
な

し

に

母
が
恋

し

い
と

い
う

の
が

正
直

な

気

持
ち

で
あ

っ
た

の
だ
が

、
し

か

し
、
「
父
が

終

り

の
悲

し

き

を

見
」
、

「我

が

渡

邊

の
家

の
末

を

お

も

ふ
」

と

い

っ
た

、

〈家

〉

や

〈
父
〉

の
こ
と

を
思

え

ば

、

「悪
魔

に
似

た

り

」

と

い
う

よ
う

に
母

を

恨

む

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ヘ  
ヘ  
ヘ  
ヘ  
ヘ   へ

気
持

ち

に
な

っ
て

い

っ
た

と

い
う

文

脈
な

の
で
あ

る
。

そ
う

し

た
な

り

ゆ
き

を

「ね

ぢ

け

ゆ

く

心

」

(同
前
)

と
表

現
す

る
語

り

手

は
、

「恨
剃

に
 

え

カ
 

て
は

死

な

ば

や

と

思

ひ
た

る
事

も

あ

り
」

(上
、

二
七

一
頁
)
と

い
う
よ

う

に
、

金

吾

に

と

っ
て

〈恨

む
〉

こ
と

が
非

常

な

苦

し

み

で
あ

っ
た

こ
と

を

語

る

こ
と

を
忘

れ

な

い
。

自

ら

を
捨

て
、

父
を

死

に

至
ら

し

め
た

母
を

恋

う

正
直

な

心

の
動

き

を

封

じ

込
め

た

こ
と

が

、
彼

を
傷

つ
け

て

い

っ
た

の
で
あ

る
。

 

「う

も

れ

木
」

あ

た

り

ま

で

の

一
葉

の
初

期

作

品

に
於

い
て
は
、

「
死
な

ば
や

と

思

ひ
た

る
」

と

い

っ
た
局

面

に
至

っ
た
時

、

主

人

公

た

ち

は

ま
ず

間

違

い
な

く

自

死

の
道

を

選

ん

で

い
た
。

例

え
ば

「別

れ
霜

」

(『
改
進
新
聞
』

〈明
治

二
五
・四
〉
)

で
は
、

家

同

士

の
争

い
か
ら
仲

を
裂

か

れ

た

許
婚

同
士

が

心

中

を

企

て

る

(第
士

二
回
)

の
だ

が
、

芳

之
助

と

お
高

、

二
人

の
意

図

は
、

そ

の
心
中

の
場

所

が

「先

祖

累
代

の
墓

所

」

(『
全

集

こ

四
六
頁
)

で
あ

る

こ
と

に
も

象

徴

さ

れ

る

よ
う

に
、
身

を
捨

て

て
、

親

の

「後

悔

の
念

」

(四
七
頁
)

を
促

そ
う

と

い
う

も

の
で
あ

っ
た
。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
い
つ
く

「先

祖

に
対

し
家

に
対

す
孝

は

二
人

が
命

な

り
捨

て

}
栄

え
あ

る
身

ぞ

と
思

へ
ば

何

方

に
残

る
未

練

も

な

し
」

(同
右
)
と

は
芳

之

助

の
言
葉

だ

が
、

こ
う

し
た

ご

立

派

な

言

葉

と

は
裏

腹

な
彼

等

の
真

情

が

開
示

さ

れ

て
ゆ

く
、

と

い

っ
た

方

向

に

こ

の
作

品

が
進

む

こ
と

は
決

し

て
な

い
。

こ

の
時

は
心

中

自

体

は
失

敗

し
、
お
高

は
家

の
番

頭

に

止

め
ら

れ
、

一
人

死

に
後

れ

て
し
ま

う

の
だ

が
、
「
日
を

だ

に
経

れ
ば

芳

之

助

を
追

慕

の

念

も
薄

ら
ぐ

は

必
定

」

(第
十
四
回
、
四
八
頁
)
と

の
周

囲

の
期

待

に
反

し

て
、
厳

し

い
監
視

の
中

機

会

を
窺

い
続

け
、

つ
い
に
七

年

の
後
、

彼
女

は
芳

之

助

の
後

を

追

う

。

主

人

公

二
人

の
言
葉

と

行

動

に
齪

齪

は

見

ら

れ

ず
、

許
婚

や

家

を

大

事

と

思

う

彼

等

の
心

に
揺

る
ぎ

は

見

ら

れ

な
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〈怪
し
う

ひ
そ
む
も
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〉

へ
の
眼
差

し



い

。

 

「た

ま

樫

」

(『
武
蔵

野
』
第
二
編

〈明
治
二
五

・
四

・
一
七

今
古
堂
〉
)
に
於

い
て
も
、

ヒ

ロ
イ

ン
青

柳
糸

子

は
、

自

分

を
慕

う

忠

臣
松

野
雪

三

へ

の
義

理

立

て
と

、
彼

女

自
身

が
思

い
を

寄

せ

る
竹

村

緑

に
身

の

「潔

白

」
を

証

し
立

て
る
た

め

に
、

自

ら
命

を

絶

つ

(下
、
『全
集

一
』
九
〇
ー

九

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
ハにり

一
頁
)
。

「経

つ
く

え

」

(『
甲
陽
新
報
』

〈明
治

二
五

・
一
〇

・
一
八
～
二
二
、
同

一
〇

・
二
四
～
二
五
〉
初
出
)
最

終
章

で

は
、

自
分

を

い
と

お

し

ん

で

く

れ

た

男

の
死

後

、

「彼

の
人

に
約

束

の
覚

え

な

」

い

(『
全
集

一
』

一
三
六
頁
)

に
も
拘

わ
ら

ず

、
操

を
立

て
て
経

机

を
前

に
独

り

住

み

の
生

を

送

る

ヒ

ロ
イ

ン
を
描

く
。

作

品

の
最

後

に
付

け

足
さ

れ

て

い
る

「
口
の
悪

る
き

」

第

三
者

と

語

り

手

の
批

評

(同
右
)
か

ら

、
前

の
二
作

と

比

べ

れ
ば

不

安

定

感

が

生
ず

る
仕

組

み

に

は
な

っ
て

い

る
が
、

そ
れ

が

ヒ

ロ
イ

ン
を

通

し

て
描

か
れ

る

ま

で

に
は

至

っ
て

い
な

い
。

 

こ
の
よ

う

な

初

期
作

品

に
於

い
て

は
、

主

人

公
た

ち

の
揺

る
ぎ

な

い
潔

癖

さ

が
身

上

と

言
え

る

の
で
あ

り
、

そ

の
集

大

成

が

「う

も

れ

木
」

(『
都

の
花
』
第
九
十
五
号

〈明
治

二
五

・
=

・
二
〇
〉
～
九
十
七
号

〈同

一
二

・
一
八
〉
分
載
、
金
港
堂
)

の
孤
高

の
芸

術
家

、

入
江

籟

三

で
あ

っ
た
。

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
を
じ
よ
く

篠

原

の
好
計

に
知

ら
ず

知

ら
ず

の
う

ち

に
利

用

さ

れ
、

「最

愛

の
妹

」

も
失

っ
た
籟

三

は
、

「汚

濁

」

に
ま

み
れ

た

「世

」

に
取

り

込
ま

れ

ま

い

と

、

「
我

が

友

は
汝

よ
、

汝

が
友

は

我

れ

よ
、

い
ざ

共

に
行

か

ん
」

と
、

我

が

作

品
と

共

に
自

決

す

る

(第
十
回
、
『
全
集

一
』

一
七
六
-

一
七
八

頁
)
。

 

こ
れ

ま

で

見

て
き

た

作

品

で

は
、

家

や

操

や
自

ら

の
信

じ

る
道

に
対

す

る
彼

等

の
潔

癖

さ

が

、
迷

わ

ず

自

決

し
た

り
、

「空

蝉

の
世

の
中

す

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

ハあ 

て
」

た

り
す

る

(「経

つ
く
え
」
、

一
三
五
頁
)
潔

さ

と

呼

応

し

て

い
る

の

で
あ

る
。

し
か

し

「琴

の
音
」

に
於

い
て

は
、

明

ら

か

に

こ
う

し
た

様

相

に
変

化

が

見

ら

れ

る
。

「幾

度

水

の
お
も

て

に
臨

み

て
、

こ
れ
を

限

り

と
眺

め

た

る
事

も

あ

り

し
が

、

易
き

に
似

て
 

き

も

の

は
 

な

り

け

り
」

(上
、
二
七

一
頁
)
と

語

ら

れ

る

よ

う

に
、

金

吾

が

簡

単

に
死

ね
な

い

の
は
、

父
と

自

分

と
家

を
捨

て
た

母

の
裏

切

り

に
対

し

て
、

彼

が

恨

み

に
徹

し
き

れ
な

い
矛

盾

を

心
中

に
抱

え

て

い
る

か
ら

で
あ

る
。

封

じ
込

め
ら

れ

た

母

に
対
す

る
執

着

が
、

彼

に

こ

の
世

を
捨

て
る

こ
と

を

許

さ

な

い

の
で
あ

る
。

そ
れ

は

、

琴

の
音

に
よ

る

金

吾

の

〈救

済
〉

が
、

「心

の
奥

に

ひ
そ
ま

り

し
優

し
さ

」

を

溶

か

し
出

し
、

「
こ
ぼ

れ
初

め

ぬ
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る
涙
」
と
共

に

「
か
ね

て
は
悪
魔

と
恨
ら

み
た
る
母

の
懐
か

し
さ

」

へ
身

に
し
み

て
、
金
吾

は
今
さ
ら
此
世

の
す

て
難
き
を
知
り
ぬ
」
と

い
う

ふ
う
に
語
ら
れ

て
い
る
と

こ
ろ
に
明
ら
か
で
あ
る

(下
、
二
七
二
ー
二
七
三
頁
)
。

 

「琴

の
音
」

は
、
「
金
吾

は
こ
れ
よ
り
百
花
煽
鰻

の
世

に
い
で
ぬ
」
と
い
う

一
文

で
締

め
括
ら
れ
る

(同
二
七
三
頁
)
が
、

こ
れ
を

「
い
か
に
も

昔

い
」
と
す

る
藪

禎
子
氏

の
よ
う
な

見
解

(注
13
に
同
じ
、
九
頁
)
を
論
者

は
と
ら
な

い
。
な
ぜ
な
ら

そ
の

一
文

の
前

に
は
、
〈救
済
〉
を
も
た
ら

し
た

「
琴

の
ね

の
、
あ

は
れ
百
年

の
友

と
や
成
る
ら
ん
、
百
 

の
悶
 
を
 
残
 
ら
ん
」
と

い
う
叙
述

が
あ

っ
て
、
抑

圧
し
て
い
た
心
を
取
り

戻
し
た
金
吾

の
今
後

の
道
程
が
、
決

し

て
平
坦
な
も

の
で
は
な

い
こ
と
を

こ
の
作
品

は
自
覚

し
て
い
る
か
ら

で
あ
る
。

そ

の
平
坦
で
は
な

い
道

程
、

そ
れ

こ
そ
を
、

こ
の
作
品
は

「百
花
燗
爆

の
世
」

と
呼
ん

で
い
る
の
で
あ
る
。
前
出

の
屋
木
瑞
穂
氏
の
論
は
、
右

の
傍
線
部
を

「救
済

の

可
能

性
」

へ
の

「疑
問
」
と

い
う
ふ
う
に
読
ん

で
い
る
わ
け
だ
が
、
た
と
え
も
た
ら
さ
れ
る
も

の
が

「
百
年

の
悶

へ
」

で
あ

っ
た
と
し
て
も
、

そ
う

い
う
感
情

に
身
を
委
ね

て
生
き
て
ゆ
く

こ
と

こ
そ
が

〈人

の
生
〉

で
あ

る
と
、

こ
の
作
品

は
説

い
て
い
る
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。
即
ち

「琴

の
音
」

に
描

か
れ
た

〈救
済
〉

の
真

の
意
味
と
は
、

そ
れ
ま
で
の
作
品
が
安
易
な
潔
癖
さ

に
よ

っ
て
捨
象
し

て
き
た

〈怪

し
き
心
〉
を
救

い
上
げ

る
こ
と
だ

っ
た

の
で
あ

る
。

こ
こ
で
言
わ
れ
る

「悶

へ
」
と
は
、
自
ら

の
正
直
な
感
情
を
抑
圧
し
て
生
き

て
き
た

こ
れ
ま

で
の
苦

し
み

と
は
別
物

で
あ

っ
た
は
ず

で
あ
り
、
そ
う

し
た

「悶

へ
」
を
も
た
ら
す

か
も
し
れ
な

い

「欄

慢
の
世
」
に
向
か

っ
て
歩
み
出
す
主
人
公
を

見
送

っ

て
作
品
を
閉

じ
た
作
者

の
前

に
は
、
汚
辱
に
ま

み
れ
て
も
、
潔
癖

に
は
生
き
ら
れ
な
く

て
も
、
自
ら

の

〈怪

し
き
心
〉

を
自
覚

し
て
も
そ
れ

で

も
生
き

て
ゆ
く
、
後
期

の
小
説

の
ヒ

ロ
イ

ン
た
ち

へ
の

一
筋

の
道

が
開
け

て
い
た

の
で
あ
る
。

人
と

の
関
わ
り

の
中

で
苦

し
む

こ
と
が
あ

っ
て

も
、
そ
れ

で
も

「世
」

の
中

で
生
き

て
ゆ
く

こ
と
。

「琴

の
音
」
の
終
局
部
は
、
そ
う

い

っ
た

ヒ

ロ
イ

ン
を
生

み
出

し
て
ゆ
く
そ

の
後

の

〈
一
葉

文
学
〉

の
展

開

へ
の
序
章
だ

っ
た

の
で
あ
る
。

 
従
来

の
研
究
史

で
は
、
例
え
ば
滝
藤

満
義
氏
が
、

「
「上
」
が
比
較
的
写
実
的

で
、
後
年

の
文
学

に

つ
な
が

る
要
素
が
多

い
の
に
比

べ
、

「下
」

は
逆

で
、
前
期

に

つ
な
が
る
も

の
が
多

い
」
(注
12
に
同
じ
、
八
七
-
人
八
頁
)
と
述

べ
て
い
る
よ
う

に

「下
」
よ
り
も

「上
」
を
重
ん
じ
る
傾

向
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 ガ
ね

が

あ

る
が

、

論

者

は

こ
れ

ま

で
論

じ

て
き

た

理
由

か
ら

、

「下

」

こ
そ
が
、

「
や

み
夜

」

の
お
蘭

や

「
に
ご

り

え

」

の
お
力

ら

、

そ

の
後

の

ヒ

ロ

イ

ン

の
登
場

を

準

備

し
た

の
だ

と
考

え

る
。

 

3
 

自

覚

1

「柁
こ
も
り
」
ー
1

 
心

と
は
、
初

期
作
品
が
描

い
て
き
た
よ
う
に
潔
癖

で
揺
る
ぎ
な

い
も

の
で
は
な

い
。

「雪

の
日
」

「琴

の
音
」
を
経
て
見
え

て
き
た
も

の
は
、

「花
こ

も
り
」

(『
文
学
界
』
第
十
四
号

〈明
治
二
七

・
二

・
二
八
〉
、
十
六
号

〈同
四

・
三
〇
〉
)
に
至

っ
て
、

登
場
人
物
自
身
が
自
覚
す

る
も

の
と

し

て
明
確

に
現

わ
れ
る
。

 
主

人
公
与

之
助
と
そ

の
従
妹
お
新

は
、

「お
さ
な
だ
ち
よ
り
馴
れ
」
親

し
ん
で
共
に
暮
ら
し
、
許
婚
も
同
然

の
間
柄

で
あ

っ
た

(其

一
、
『
全
集

こ

二
七
四
-

二
七
五
頁
)。

し
か
し
与
之
助

の
母

お
近
は
、

二
人

の
仲
を
裂
き
、
息
子
を

「
父
は
有
名

の
某
省
次
官
ど

の
、
家

は
内
福

の
聞
え
高

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ゆ
く
す
ゑ

き
、

田
原
何
某

が
愛
女
」
(其
二
、
二
七
八
頁
)
と
結
婚
さ

せ
よ
う
と
す

る
。

お
近
は
、
そ
れ
が

「我
が
瀬
川

の
家

の
為
」
「与
之
助
が
将

来

の
為
」

(其

一
、
二
七
六
頁
)
な

ど
と
考
え

て
は

い
る
が
、
実

の
と

こ
ろ
、
「今

の
心
に

い
さ

』
か
屑
ぎ
よ
か
ら
ず
と
も
」

(同
二
七
五
頁
)
と
自
覚

し
な
が

ら
も
彼
女
が

こ
れ
を
断
行

し
て
ゆ

こ
う
と
す

る
の
億
、

 
 
 

世

の
人
よ
り
は
柔
ら
か
に
穏

か
す
ぎ
た

る
良

人
を
持
ち
て
、

万
事
に
も
ど
か
し
く
歯
が
ゆ
か
り
し
年
月
も
、
流
石
女

子

の
我
が

一
存
を

 
 

ふ
る
ひ
難
く

て
、
空

し
く
胸

の
う
ち

に
納
め
た
り
し
思

ひ
は
、
中

々
に
消
え
ん
と
も

せ
ず
、
と
も
す
れ
ば
燃
え
出

で
～
押

へ
難
き
炎

に
身

 
 

を
も
焼

く
め
り

(後
略
)
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(其
二
、
二
七
七
頁
)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ひ
 
と

と

い

っ
た
、

長
年
欝

屈
さ

せ
て
き
た
欲
求

に
身
を
ま

か
せ
て
生
き
よ
う
と
し
て

い
る
か
ら
な

の
で
あ

る
。
彼
女
は
言

う
。

「衆

人

の
読
む

べ
き

ほ
 
ん

書

物

を

よ

み

、
衆

人

の

い
ふ

べ
き
事

を

い
ひ
、
衆

人

の
行

ひ
た

る
あ

と

を
踏

ん

で
」
ゆ

く

こ
と

は

、

「糸
も

て
操

ら

る

》
木

偶

の
や

う

」
な

も

の

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

つ
 
ね

だ

と

(同
二
七

八
頁
)
。

与

之
助

に

対
す

る

「平
常

の
詞

」

と

は
、

62



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

あ
や
ま
ち

 
 

我
が
心

と

い
ふ
も

の
な
く
、
意
気
地
な
く

つ
ま
ら
な
く
、
過
失
も
な
く
誹
り
も
な
き
は
男

の
身
と
し
て
本
意
に

て
は
有

る
ま

じ
、
事

に
臨

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
お
ほ
き

 
 

み

て
は
母
あ
り
と
も
思

ふ
べ
か
ら
ず
、
家

あ
り
と
も
思
ふ

べ
か
ら
ず
、
取
る
べ
き
道

の
重
大
な

る
に
寄

り
て
進
み
給

へ
 
 

 
 

(同
右
)

と

い
う
も

の
で
あ
り
、
家
や
親
を
第

一
に
重
ん
じ
る
と

い
う
よ
う
な
既
成

の
あ
る
べ
き
道

に
従

っ
て
生
き
る

の
で
は
な
く
、
「我
が
心
」
に

の
み

従

っ
て
生
き

る
よ
う
に
と

い
う
彼
女

の
主
張
は
、
作
中

に
於

い
て
余
す
と

こ
ろ
な
く
披
渥
さ

れ
て

い
る
観
が
あ
る
。

 
し
か
し

こ
れ
は
、
主
人
公

で
は
な

い
脇
役
を
通

し
て
だ

か
ら

こ
そ
、
描
き
や
す

か

っ
た
と
も
言
え

る
。

「花
こ
も
り
」
で
は
、
お
新

へ
の
情

を

重
ん
じ
、

「心
根

の
清
く
尊

く
美
く
し
く
立

派
に
」
生
き
る
よ
り
も
、

「嘘
も
真
実
も
偽
り
も
、
美

し
き
も
醜
き
も

一
呑
み
に
呑

み

っ
く
し

て
、

此
世

の
中
に
高
く
飛
ぶ
心

は
無
き

か
」
と
訴
え
る

(基

二
、
二
八
二
頁
)
お
近
に
、
主

人
公

の
与

之
助
が
抵
抗
し

て
み
せ
な
が
ら
も

っ
い
に
は
屈

服
せ
ざ

る
を
得
な
く
な

る
と

い
う

か
た
ち
を
と

っ
て
お
り
、

揺
る
ぎ
な

い

一
定

の
枠

に
な
ど
収
ま

る
は
ず

の
な

い

〈我
が
心
〉

へ
の
着

目
が
明

確
な
自
覚

と
共
に
描

か
れ

て
は

い
て
も
、

そ
れ
を
全

面
的

に
肯
定
す
る
に
は
未
だ
曖
昧
な
要
素
が
残

っ
て
い
る
と
言
わ
ざ

る
を
得
な

い
。

 
清

濁
併

せ

て
抱

え
込
み
、
迷

い
な
が

ら
も
生
き
て
ゆ
く
人

の

〈心

の
闇
〉
が
主
人
公
を
通
し
て
追
究
さ
れ
る

の
は
、
次
作

「や

み
夜

」

の
ヒ

ロ
イ

ン
お
蘭

の
登
場
を
待

た
ね
ば
な

ら
な

か

っ
た
。
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4
 

展

開
ー
1

「や
み
夜
」
l
I

 

「や

み
夜

」

(『
文
学
界
』
第
十
九
号

〈明
治

二
七

・
七

・
三
〇
〉
、

二
十

一
号

〈同
九

・
三
〇
〉
、

二
士

二
号

〈同

一
一
・
三
〇
〉
に
分
載
)
に

つ
い
て

は
、

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

ハほ
ピ

こ
れ

を

「無

念

の
う

ち

に

自

死

し
た

父

の
怨

念

が

重

な

っ
た

父
娘

の
復
讐

物

語
」

と

読

み

(関

礼

子
氏

)
、

ま

た

、

舞

台

と

な

る

松

川

屋

敷

を

「
お
ど

ろ

お
ど

う

し

い
死

の
世

界

」

と

し
、

「松

川
屋

敷

の
闇

と
死

の
世
界

は
、

文
明

開

化

へ
の
パ

ラ
ド

ッ
ク

ス
で
あ

り
、

「才

子

の
君

、

利

口

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 ぬ
ソ

の
君

万

々
歳

」

の
明
治

社

会

総
体

に

っ
き

つ
け

ら

れ

た
陰

欝

な

反

世
界

」

で
あ

る
と
す

る
捉

え
方

(前

田
愛

氏

)

も
相

変

わ

ら
ず

根

強

い
。

 
松

川

屋

敷

に

「お

ど

ろ

お

ど

う

し

」

さ

を

見

る
点

で
は
論

者

も

同

じ

で
あ

る
が

、

こ
れ

ら

の
説

と

は
異

な

り

、

現
実

社

会

に
対
す

る

反
措

定

〈怪

し
う
ひ
そ
む
も

の
〉

へ
の
眼
差
し



と
し

て
の
完
壁

な
る

〈異
界
〉

と
し
て
で
は
な
く
、

一
見

〈異
界
〉
を
装

い
な
が
ら
、
汚
辱
に
ま

み
れ
た
現
実

に
侵
食
さ
れ

つ
つ
あ

る
、
別

の

顔

を
裏

に
隠

し
持

っ
場
所
と

し
て
、
論
者

は
松

川
屋
敷
を
読

む
。

ま
た
、

ヒ

ロ
イ

ン
お
蘭
を

「
父
の
存
在

に
呪
縛

さ
れ

る
娘
」
と
す

る
見
解

(関

礼
子
氏
、
同
前
)
に

つ
い
て
も
疑
問
が
あ
り
、
父
の
恨
み
を
受
け
と
め

っ
つ
も
そ
れ
に
殉

じ
き
れ
な

い
、
〈
ひ
び
割
れ
た

父
と
娘

の
物
語
〉
と

し
て
本
作
を
読

む

こ
と
が

可
能
な

の
で
は
な

い
か
と
考
え

て

い
る
。

「や
み
夜
」
論
と
し

て
別
稿
を
用
意

し
、
論
ず
る
予
定

で
あ

る
。

・
一
葉
作
品

及
び
日
記

の
引
用
は
筑
摩
書
房
発
行

の

『
樋

口

一
葉
全
集
』

に
よ
り
、
そ
れ
ぞ
れ

の
巻

を

『
全
集

一
』
『
全
集

二
』
『
全
集
三
ω
』

な
ど
と

い
う

よ
う

に
略
記
し
、

発
行
年
月
日

・
発
行
所

の
表
記

は
省
略
し
た
。

・
本
稿

で
は
、
引
用
文
献
全
般

に
亘
り
、
字
体
を
現
行

の
も

の
に
改
め
た
。

ま
た
、
濁
点
を
補

い
、

ル
ビ
を
省
略
し
た
箇
所
が
あ
る
。
な

お
傍

線

等

は
、
特

に
断
ら
な

い
限
り
論
者

に
よ
る
。

64

注
(
1
)

「み
つ

の
上
日
記
」

(明
治
二
九

・
五

・
二
九
)
、
『
全
集
三
ω
』
四
八
五
頁
。

(2
)
『
全
集
三
ω
』

四
八
四
-

四
八
六
頁
参
照
。

(3
)
『
明
治
文
学
 

こ
と
ば
の
位
相
』

(平
成

一
六

・
四

・
二
三
 
岩
波
書
店
〉
所
収
、

二

葉

の
こ
と
ば
」
1

「2
 
緑
雨
は

一
葉
を
ど
う
よ
ん
だ
か
l

l

 
 

「わ
れ
か
ら
」
を
め
ぐ

っ
て
」
、

一
七
四
i
二

七
八
頁
。
初
出
は

『資
料
と
研
究
』
第
二
輯

(平
成
九

・
一 

山
梨
県
立
文
学
館
)。

 (4
)
日
記
と
の
食

い
違

い
は
あ
る
も
の
の
、
「ひ
い
き
」
説

の
、
稲
荷
社
前

の
物
思

い
の
場
面
を
重
要
視

し
、

「翻

(中
略
) 

め
る
も
の
な
り
 
さ

 

ー
こ
そ
父
、、
が
 
を
も
一一
鐸
よ
り
 

・
ま
で
に
 
き
て
お
 
が
心

ら中
に
亥
桓
な
る
も
の
あ
る
.
き
カ
を
示
 

、
九
回
に
至
り
て
然
る
べ
き
機
と
景

と

の
間
に
お
町
が
愴
然
と
し
て
自
ら
感
ず
る
由
を
述

べ
」
(
一
四
頁
)
と

い
う
、
お
町
が
父
母

の
こ
と
で
苦
し
ん

で
い
た
と
す
る
読

み
は
、
日
記
が
伝



 

え
る
露
伴
説
と

一
致
す
る
の
で
、

「ひ
い
き
」

絹
露
伴
と
捉
え
て
よ

い
と
考
え
ら
れ
る
。

(5
)
「三
人
冗
語
」
か
ら

の
引
用
箇
所
の
中
賂
部
分
、
「あ
の
や
う
な
る
洒
落
も
の
に
成
り
給
ひ
し
我
が
夫

の
御
心
の
底
は
、
今
や
我
が
眼
に
て
見
透
し
得

 

べ
し
と
も
思
は
れ
ず
」
と
い
っ
た
発
言
や
、
同
じ
く
波
線
部

の

「取
越
し
た
る
物
思

ひ
に
締

つ
け
ら
る

》
や
う
な
る
苦
し
み
を
覚
え
た
る
な
れ
」
と

い

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

あ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 マニ

 

う
文
言
な
ど
も
、

「わ
れ
か
ら
」
本
文

の
、
「
い
つ
の
間
に
彼
の
や
う
な
意
気
な
洒
落
も

の
に
成
り
給
ひ
し
、
由
断

の
な
ら
ぬ
と
思
ふ
と
共
に
、
心
細
き

 

事
堪
え
が
た
う
成
り
て
、
締

つ
け
ら
れ
る
や
う
な
苦
る
し
さ
は
、
胸

の
中

の
何
処
と
も
無
く
湧
き
出
ぬ
」

(九
章
、

一
九

二
頁
)、

「執
れ
も
取
止
め

の

 

無
き
取

こ
し
苦
労
で
御
座
り
ま
せ
う
け
れ
ど
」

(同
、

一
九
四
頁
)
な
ど
と

い
っ
た
部
分
を
明
確
に
踏
ま
え
て
い
る
。

(6
)
例

え
ば
同
時
代
小
説
、
大
橋

乙
羽

「子
煩
悩
」

(『
太
陽
』
第

一
巻
第
七
号

〈明
治

二
八

・
七

・
五
 
博
文
館
〉
)
に
於

い
て
も
、
母
に
捨

て
ら
れ
た

 

娘
が
、
父

の
死
後
、
母
と
再
会
し
、
恨
み
を
述

べ
、
再
度
母
を
取
り
戻
す
と

い
う
展
開
が
見
ら
れ
る

(第
六
回
～
第
七
回
)。

「子
煩
悩
」
に

つ
い
て
は
、

 

前
出

の
拙
著

『
一
葉
文
学

の
研
究
』
第
七
章
も
参
照
さ
れ
た
い
。

(7
)

「『
わ
れ
か
ら
』
論
1
ー

母
と
美
尾
、
美
尾
と
町
子
ー
ー

」、
『
近
代
文
学
研
究
』
第
十
八
号

(平
成

=
二
・
二

・
二
八
 

日
本
文
学
協
会
近
代
部
会
)

 

八

二
頁
。

(8
)

「三
人
冗
語
」

の

「
ひ
い
き
」

の
解
釈
を

「深
読

み
」

「誤
読
」
と
す
る
滝
藤
満
義
氏
は
、
「父
に
う
と
ま
れ
た
お
町
に
、

父
の
運
命
と
自

己
の
そ
れ

 

を
重
ね
合

せ
て
受
け
と
る
必
然
性
は
ど
こ
に
も
な

い
」
と
指
摘
し
て
い
る
。
『
一
葉
文
学
 
生
成
と
展
開
』

(平
成

一
〇

・
二

・
二
〇
 
明
治
書
院
)
所

 

収
、

「
「わ
れ
か
ら
」
と
そ
の
周
辺
ー

人
妻
た
ち

の
系
譜
R
」
、
二
六

一
i

二
六
二
頁
。
同
論
文
初

出
は

『
後
藤
重
郎
教
授
停
年
退
官
記
念
国
語
国
文

 

学
論
集
』

(昭
和
五
九

・
四
〉。

(9
)
他

に
も
、
か

つ
て
は
夫
恭
助

の
遊
蕩
を
無
邪
気
に
責
め
て
い
た

(
一
章
)
お
町
が
、
彼
が
妾
と
子

の
存
在
を
隠
し
通
し
て
い
た
こ
と
を
知

っ
た
時
点

 

で
は
、

「打

つ
け
に
は
恨

み
も
言
ひ
敢

へ
ず
、
心
に
籠

め
て
」
し
ま

っ
て
い
る

(十
二
章
、
二
〇

一
頁
)
よ
う
に
、
抜
き
差
し
な
ら
な

い
物
思

い
に
囚

 

わ
れ
た
時
、
そ
れ
を
容
易
に
言
語
化
で
き
な

い
様
子
が
描
き
出
さ
れ
て
い
る
。

(
10
)
そ
れ
よ
り
前
に
、
ま
ず
は

「暁
月
夜
」

(『
都

の
花
』
第

一
〇

一
号

〈明
治

二
六

・
二

・
一
九
 
金
港
堂
〉
)

の
ヒ
ロ
イ
ン

一
重

の
造
型
に
そ
の
萌
芽

 

が
看
取
さ
れ
る
と
い
う
見
解
を
持

つ
が
、
そ
れ
に

っ
い
て
は
機
会
を
改
め
て
論
じ
た

い
。

(
11
)
『
樋

口

一
葉
事
典
』

(平
成
入

・
=

・
一
〇
 

お
う
ふ
う
)
第

一
部

「作
品
事
典
」

の

「琴

の
音
」

の
項

(愛
知
峰
子
氏
)
よ
り
。

三

一
頁
。

〈怪

し
う

ひ
そ
む
も

の
〉

ペ
の
眼
差
し
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(
12
)
前
掲
書

(注
8
参
照
)
所
収
、
「
一
葉
文
学
の
転
機
I
l
・
「雪
の
日
」
か
ら

「や
み
夜
」
ま
で
 

ー
」
、
八
七
頁
。
同
論
文
初
出
は

『
論
集
樋

口

一
葉
』

 
 
(平
成
八

・
=

 
 お
う
ふ
う
)
。

(
13
)
「『
琴

の
音
』
」
、
『
国
文
学
 
解
釈
と
鑑
賞
』
第
六
十
八
巻
五
号

(平
成

一
五

・
五

・
一 

至
文
堂
)
七
六
頁
。
以
下
の
引
用
も
同
じ
。

こ
れ
よ

り
前

 

に
藪
禎
子
氏
も
、

「
一
葉
と

「世

の
中
」
」

(『藤
女
子
大
学
 
国
文
学
絶
誌
』
第
五
十
六
号

〈平
成

八

・
三

・
二
五
〉
)

の
中

で
同
様

の
見
解
を
述

べ
て

 

い
る

(九
-

一
〇
頁
)
。

(
14
)
全
集
は

『
文
芸
倶
楽
部
』
第

一
巻
第
六
編

(明
治

二
八

・
六

・
二
〇
)
再
掲
本
文
に
よ
る
が
、
脚
注
に
よ
り
初
出
と

の
異
同
が
確
認
で
き
る
。
本
稿

 

で
の
論
旨
に
関
わ
る
異
同
は
な

い
。

(
15
)
か

つ
て
論
者
は
、
主
人
公
た
ち
が
迷

い
な
く
己
の
思

い
を
貫

い
て
ゆ
け
る
、
こ
う
し
た
初
期
作
品

の
世
界
を
、
楽
天
的

で

〈幸
福
〉
な
物
語
と
規
定

 

し
た

(前
出

の
拙
著
、
第
五
章
参
照
)。

(
16
)
藪
禎
子
氏
も
、

「琴

の
音
」

か
ら
後
期
作
晶
群

へ
の
繋
が
り
を
、

「「世
」

へ
の
恨

み
を
内

に
抱
え
、

「世
」
と

の
違
和
を
生
き
る
人
々
」

の

「系
譜
」

 

と
見

て
い
る

(注

13
に
同
じ
、

一
〇
頁
)
。

(
17
)
「
「暗
夜
」

の
相
互
テ
ク
ス
ト
性
再
考
」、
『
国
文
学
 
解
釈
と
鑑
賞
』
第
六
十
八
巻

五
号

(注

13
参
照
)
七
八
頁
。

(
18
)
「
一
葉

の
転
機

『
暗
夜
』

の
意
味
す
る
も

の
」
、
前
田
愛
著
作
集
第
三
巻

『
樋

口

一
葉

の
世
界
』

(平
成
元

・
九

・
三
〇

筑
摩
書
房
)
所
収
、

一
七

 

九
及
び
、

一
八

一
頁
。

同
論
文
初
出
は

『
文
学
』

(昭
和
四
八

・
九
)
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(本
学

助

教

授

)
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