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檀

一
雄

「此
家

の
性
格
」
論

長

野

秀

樹

檀

一
雄

の
第

一
短
編
集

『
花
筐
』

は
昭
和
十

二
年
七
月
、
赤
塚
書
房
よ
り
刊

行

さ
れ
た
。
文
壇

へ
の
デ
ビ

ュ
i
作

で
あ

る

「
此
家

の
性
格
」

(「新
人

」
昭
和

八
年
十

一
月
創
刊
号
)

か
ら
表
題
作
と
な

っ
た

「
花
筐
」

(「
文
芸
春

秋
」
昭
和

卜

一
年

五
月
号
)
ま

で
の
作
品
八
編
を
収
め
る
短
編
集

で
あ
る
。
装
領

は
佐
藤

春
夫
。
太
宰
治

の
言
を
容
れ
、
表
紙

に
は
蝶
が
描
か
れ

て
い
る
。

巻
頭

に
置
か
れ
る

の
は

「
此
家

の
性

格
」

で
あ
る
が
、

そ
の
執
筆

の
動
機

に

つ
い
て
檀

は
次

の
よ
う

に
回
想
し

て
い
る
。

丁
度

そ
の
頃

の
こ
と

で
あ
る
。

風
変

り
な
勧
誘
を
受

け
た
。

小
説
を
書

い
て
見
な

い
か
と

い
う
の
で
あ
る
。
私

に
小
説
な
ど
と

い
う

も

の
が
、

一
体
出
来
得

る
か
?

,

な
る
ほ
ど
小

説
と

い
う
も
の
な

ら
、
多
少
読

ん
だ

こ
と
が
あ
る
。

メ
リ

メ
と
か
、

ド

ス
ト

エ
フ
ス
キ
ー
と
か
、

そ
の
時

々
に
読
ん

で
、

そ

の
時
々

の
不
思
議

な
ド
キ
ド
キ
す

る
メ

マ
イ
の
よ
う
な
も

の
を
感
じ
は
し
た
。

い
や
、

ハ
ッ
キ
リ
い

っ
て
し
ま
う
な
ら
、
瀧
井
孝

作
と
い
う
人

の

『
父

の
活
計
』
と

い
う
作
品
を
読

ん
で
、
何
と

い
う
か
、
剛
腹

な
肉
感
を
文
章

に
置
換
す
る
そ

の
肉
体
鍛
冶

の
方
式

と

で
も
い

っ
た
も

の
に
悟
入
し

た
と

信
じ
た

こ
と
が
あ
る
。
〈
中
略

V

私

は
立
花
伯
爵
邸

の
図
書
館

に
、
半
分
昼
寝

、
半
分
納
涼

に
出
向

く
習

慣

で
あ

っ
た
と

こ
ろ
、
誰
も
閲
覧
客

の
い
な
い
そ
の
閑
寂

な
図
書
館

の
中

で
、

キ
ジ

ャ
キ
ジ

ャ
と
暗
く
カ

サ
サ
ギ

の
声

を
聞

い
て
い
る
う
ち

に
、

ふ

と
、
ど
う

で
も

い
い
、
己

の
こ
の
奇

ッ
怪

な
憤
怒
と
孤
独
を
、
お
が
み
う

ち

に
叩
き

つ
け

て
や
れ
と

い
う
不
思
議

な
気
持

が
湧

い
た
。

こ
の
よ
う

に
檀
は
、
作
品
を
書

く
直
接

の
契
機
と
な

っ
た

の
は
、
瀧

井

の

「
父

の
活
計
」
を
読
ん
だ

こ
と

で
あ
り
、
同
作
品

に

「
剛
腹
な
肉
感
を
文
章

に
置
換

す
る
そ

の
肉
体

鍛
冶

の
方
式
」

を
学
び
、

「
己

の
こ
の
奇

ッ
怪
な
憤
怒
と
孤
独

を
、
お
が
み
う
ち

に
叩
き

つ
け
」
る
よ
う
に
し
て
書

い
た

の
が

「此
家

の
性
格
」

だ
と
い
う
の

で
あ
る
。
檀
自
身

こ
の
よ
う

に
解
説
し

て
い
る
の

で
あ
る
が
、

そ

の
内
実

は
必
ず

し
も
分
明

で
は
な

い
。
「
剛
腹

な
肉
感
」
と

い
い
、
「肉
体
鍛
冶
」

と

い
い
な

が
ら
も
、
具
体
的

に
そ
れ

ら
が
何
を
指

す
か

は
示
さ
れ

て
い
な

い

し
、
「
奇

ッ
怪
な
憤
怒
と
孤
独
」
と

い
い
な
が
ら
も
、
そ
れ
以
上

の
説
明

は
な
さ

れ

て
い
な

い
。
そ
し

て
こ
の

「肉
感

」
と

い
い

「
憤
怒
」
と

い
い

「
孤
独
」
と

い
う
言
葉

は
檀

の
文
学
論

の
中

に
屡

々
登
場
す

る
言
葉

で
も
あ

る
。

檀

の
文
学
的
出
発

に
あ
た

っ
て
の
そ
れ
ら
の
言
葉

の
内
実
を
明
ら
め

て
み
た

い
と
思
う
。
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瀧
井
孝
作

の

「
父

の
活
計
」
は

「
改
造

」

の
昭
和

五
年

三
月
号

に
掲
載

さ
れ

た
作
品

で
、
内
容

は
主
人
公

で
あ
る

「私
」

が
指
物
師

で
あ
る
父
と

「
私
」

の

半
生
を
回
想
し
た
も

の
で
あ
る
。

「
私
」

の

一
家

は
名
人
気
質

の
父

の
特
許
出
願
癖

や
相
場

の
失
敗
等

で
逼
迫

す
る
。
「私
」
は
進
学
を
諦
ら
め
魚
屋
に
奉
公

に
出

る
。
そ
う

い
う
経
済
的

に
追

い

つ
め
ら
れ
た
生
活

の
中

で
、
母
、
兄
、
祖
父
、
祖
母
と
家
族
が
次
々
と
亡
く

な

っ
て
ゆ
く
、

や
が

て
生
活

に
や
や
余
裕

の
で
き
た
父
は
後
妻
を
迎
え
る
が
、

そ
の
後
妻
も
去

つ
て
ゆ
く
。

そ
れ

で
も
父
は
生
活
を
持
ち
直
し
、
大
阪
ま

で
、

ま
た
新
案
特
許
を
売
り

に
来

る
。
父

は
も
う
七
十

を
越

え
、
「
私
」
は
別
に
家
庭

を

持

っ
て
お
り
、
そ

こ
か
ら
そ

う
い
う
父

の
半

生
を
回

想
し

て
い
る

の
で
あ

る
。
簡
単

に
粗
筋
を
述

べ
た
が
、
恐
ら
く
は
主
人
公

で
あ
る

「私
」

は
瀧
井
孝

作

に
比
し

て
よ
く
、
ま
た
、
指
物
師

で
も
あ
る
父
も
瀧
井

の
作
品

に
よ
く
登
場

す

る
瀧
井

の
実
父

で
あ
る
と
考
え

て
よ

い
だ
ろ
う
。

で
は
、

こ
う
し
た

「
父

の
活
計
」

の
ど

こ
に
檀
は
強

い
影
響
を
受

け
た
の
だ

ろ
う
か
。
「
此
家

の
性
格
」
と

「
父

の
活
計
」

の
両
作
品

に
最
も
特
徴
的

な
こ
と

は
、
そ
れ
が
共
ハ
に
父
を
中
心
と
す
る
家
庭
内

の
物
語

と
し
て
設
定

さ
れ

て
い
る

と

い
う

こ
と

で
あ
ろ
う
。
「此
家

の
性
格
」

は
、
「永

い
不
行
跡

の
後

で
行
衛
を

失

う

て
い
た
父

が
北
海
道

か
ら

ひ

ょ
い
と
戻

っ
て
来

た
」

と

こ
ろ
か
ら
始
ま

る
。
母

は
父

の
留
守
中

に
旅
役
者

と
関
係

を
持

っ
て
お
り
、
「親
達

の
そ
う

い
う

ね
じ
れ
た
零
囲
気

の
中

で
」
主
人
公
は

「
卑
屈

に
育

つ
て
い
」
く
。
母

の
自
殺
。

父

の
再
婚
。
主
人
公

一
俊

の
結
婚
。
長
女

の
誕
生
。

そ
れ

ら
の
出
来
事
が
父
と

の
対
立

の
下

で
、
過
ぎ

て
い
き
、
長
女

が
病
死

し
た
の
を
契
機
と
し

て
、
主
人

公

一
俊
が
家
を
出

て
い
く
ま

で
の
物
語

が
、

「此
家

の
性
格
」

で
あ

る
。

で
は
、

何
故
、
檀

は
家
庭
内

の
物
語

で
あ

る
と

い
う

こ
と

に
こ
だ

わ
ら
ね
ば

な
ら
な

か

っ
た

の
か
。
そ

の
鍵

は
、
恐
ら
く
檀

が
生
育

し
た
家
庭
環
境

に
求
め
ら
れ
る
。

檀

の
母
親
と

み

(後

に
再
婚

し

て
高
岩

と
み
)
が
若

い
医
学
生

と

の
恋
愛

を

き

っ
か
け
と
し

て
家
庭

か
ら
出
奔
す

る
の
が
大
正
十
年
檀

一
雄
九
歳

の
折

で
あ

る
。
そ
れ
以
前
か
ら
母
が
再
婚

で
あ

る
こ
と
を
父

に
知
ら
せ

て
い
な
か

っ
た
こ

と
が
遠

因
と
な
り
、
両
親

の
間

に
講
い
は
絶

え
ず
、
ま
た
、
父

の
転
勤
等

の
為
、

祖

父
母

の
下

に
預

け
ら
れ

る
こ
と
も
多
く
、
檀
が
家

庭
的

に
は
不
遇
な
少
年
時

代

を
過
し
た
で
あ

ろ
う
こ
と

は
想
像

に
難
く
な

い
。

た
と

え
ば

「父

の
活
計
」

で
は
、
実

母

の
死
後

三
人

の
継
母

が
次

々
に
や

っ

て
く
る
が
、
檀

の
幼
少
期

に
も
同
じ
よ
う
な
事

が
あ

っ
た
ら
し
い
。
自
筆
年
譜

に
よ
れ
ば
、
大
正
十

二
年
十

一
歳

の
項

に
、
「父

が
正
式

の
離
婚
を
せ

ぬ
た
め
、

後
添

い
の
母

は
来
ず
、
隠
し
妻

を
送
迎

す
」
と
あ
る
。
ま
た
、
「
私

は
今

日
ま

で

都
合

四
人

の
母
を
持

っ
て
い
る
○
或

い
は
持

っ
て
き

た
と
云
う

べ
き
か
も
わ
か

ら
な

い
。
私
が

「
お
母
さ
ん
」
と
明
瞭

に
発
声

し
た
の
は
そ
の
う
ち
三
人
だ
け

で
あ

っ
て
、

一
人

の
母
は
ま
だ

「
お
母

さ
ん
」
と
呼
び
得

る
状
態

に
達
す
る
前

に
、
私

の
家
か
ら
、
い
な
く
な

っ
た
。
」
と
も
回
想
し

て
い
る
。
更

に
高
岩
と
み

の
回
想
記

で
あ
る

『火
宅

の
母

の
記
』

(
「新
潮
」
昭
和
五
十
二
年
十
月
号
、
後

に
加
筆
し

て
五
十
三
年
九
月
新
潮
社

よ
り
刊
行
)

に
は
、
昭
和
八
年
夏

、
十
二

年

ぶ
り

に
再
会
し
た
後
、
檀

が
次

の
よ
う
な

こ
と
を
語

っ
た
と
あ
る
。

父
親
と
二
人
暮

ら
す

よ
う
に
な

っ
た
十
歳

の

一
雄

に
、
毎
日
、
私

の
こ
と

を
父
親
が
言
わ
な
い
日
は
な
か

っ
た

こ
と
。
中
学
二
年

の
あ
る
日
、
試
験

を
前
に
勉
強

し
て
い
る

一
雄

に
、

「
お
前

の
お
母
さ
ん
は
、

人

の
面
を
か

ぶ

っ
た
鬼

だ
。
淫
婦
だ
」
と
、

い

つ
も

の
よ
う

に
父
親
が
罵
り
始

め
た

の

で
、

た
ま
り
か
ね
て

「
や
め

て
く
だ
さ

い
。

こ
れ
以
上
、
お
母

さ
ん
の
悪

口
を
言
う
な
ら
、

ぼ
く
も

こ
の
家
を
出

て
い
き
ま
す
」
と
初
あ
て
言

っ
た

こ
と
。

そ
し
て
、
父
親

が
い

つ
、
ど
う
や

っ
て
私

を

い
じ
め
た
、

と
い
う

こ
と
を
覚

え
て
い
る
限

り
並

べ
た
と

こ
ろ
、
そ
れ
以
来

一
切
、
私

の
こ
と
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は
吾
わ
な
く
な

っ
た
、
な
ど
、

つ
ら
か

っ
た
は
ず
の
日
々
の
話
を
、
明
る

い
語
調

で
冗
談
を
ま
じ
え
な
が
ら
語

っ
て
く
れ
ま
し
た
。

こ
の
回
想
か
ら
も
、
母
親
出
奔
後

の
檀

の
家
庭

の
状
況

は
よ
く
わ
か
る

で
あ

ろ

う
。
ま

た
当
時
父
親
は
神

経
衰
弱
気
味

で
あ

っ
た
ら
し
く
、
同
書

に
は
父
親

の

次

の
よ
う
な
発
言
も
記
さ
れ

て
い
る
。

「
谷
村
や
足
利

で
、
あ
な
た

(檀

の
母
親
=

引
用
者
注
)

に
あ

の
よ
う

に

つ
ら
く
当
た
り
ま
し
た

の
は
、
私

は
あ
の
当
時
、
体
を
悪
く
し

て
い
た

も

の

で
す
か

ら
、

お
気

の
毒

な

こ
と
を
し

て
し
ま

い
ま
し
た
。
柳

川

に

帰

っ
て
、
よ
く
検

べ
て
も
ら
い
ま
し
た
と

こ
ろ
、
十

二
指
腸
虫
が
沢
山
わ

い
て
お
り
、
体

が
弱

っ
て
お

っ
た
の
で
す
。

そ
れ

で
、
神
経
も
ま

い

っ
て

し
ま

っ
て
、
あ
ん
な
こ
と
を

し
て
し
ま

い
ま
し

て
…
…
」

こ
の
よ
う

に
檀
は
母

の
出
奔

の
後
、
神
経
衰
弱
気
味

の
父
親
と
、
妹

た
ち
と
、

暗

い
家
庭
生
活
を
送

っ
て
い
た
の
で
あ

ろ
う
。

と

こ
ろ
が
、

こ
う
し
た
足
利

の
生
活
を
檀
自
身
は
次

の
よ
う

に
回
想

し
て
い

無

殊
更
、
私

が
数

え
年
十
歳

の
折

に
私

の
父
母
が
離
別
し

て
…
…
、

と
云

う
よ
り
、
生
母

が
足
利

の
家
か
ら
出
奔
し

て
私
は
三
人

の
妹

を
抱

え
な
が

ら
、
病

弱
の
父
と
暮

し
た
か
ら
、
足
利

の
七
年
半
は
と
り
わ
け
印
象

の
深

い

一
時
期

と
し

て
思

い
出
さ
れ
る
。
九
州

の
片
田
舎

の
小
学
校

か
ら
足
利

の
小
学
校

に
転
校
し

て
来
た
時

の
驚
き
と
云
う
か
変
化

と
云

う
か

は
、
今

日

で
は
も

う
想
像
も

つ
か
な

い
だ
ろ
う
。
ひ

ょ

っ
と
し
た
ら
、
言
語
、
人

情
、
風
俗

の
相
違
は
、
今

の
中
国
大

陸
と
日
本

ぐ
ら
い
の
違

い
が
あ

っ
た

か
も

わ
か
ら
な

い
。

〈
中
略
V

私

は
こ
の
寺

(長
林
寺

と
い
う
曹
洞
宗

の
大
き
な
寺
ー

引
用
者
注

)

に
移

り
住

ん
で
か
ら
、
云

っ
て
み
れ
ば
、

一
個

の
神
仙

で
あ

っ
た
と
答
え

て
い
い
か
も
わ
か

ら
な

い
。
私

の
母
は

こ
の
寺

に
転
居

し
て
間
も
な
く
子

供

四
人
を

お

い
て
出

奔
し
、

そ
の
ま
ま
永
久

に
帰

っ
て
来
な
か

っ
た
か

ら
、
私

は
そ
の
後

の
大
半

の
生
活
を

こ
こ
で
自
炊

し
て
暮
し

て
い
る
。

殊

に
妹
達
が
九
州

に
預
け
ら
れ

て
か
ら
は
、

一
人
、
夜
昼

の
区
別
も
な

く
両
崖
山

の
尾
根
を
走
り
歩

い
た
も
の
だ
。

後
年
、
檀

が
料
理

に
異
常
な
ま

で
の
執
着

を
み
せ
る
基
礎

は
、

こ
の
時
期

に
作

ら
れ
た
と
私

は
思
う
が
、
そ
れ
は
さ

て
お
き
、

こ
の
引

用
部
分

の
後

に
は
、
更

に
足
利

の
自
然

の
中

で
、
「
頬
白
、
目
白
、

四
十
雀

の
類
」
を
捕

り
、
「
楓

の
液

汁
を
す

わ
ぶ
」

る
と

い

っ
た

「
一
個

の
神
仙
」

の
思

い
出
が
語
ら
れ

る
。
足
利

時
代
を

「
と
り
わ
け
印
象

の
強

い

一
時
期
」

と
云

い
な

が
ら
も
、
母
が
出
奔
し

た
後

の
父
と

の
葛
藤
は

一
言
も
語
ら
れ
ず
、
家
庭
を
離
れ

て
、
自
然

の
中

で
遊

ぶ

「
神
仙
」

の
思

い
出

の
み
が
語
ら
れ
る
の
は
何
故

で
あ

ろ
う
か
。

恐
ら
く
、
先

に
母

に
語

っ
た
と
い
う
父

の
事
件
も
本
当

で
あ
ろ
う
し
、

こ
の

「
神
仙
」
と
し

て
の
檀

の
姿

も
ま
た
本
当

な
の
で
あ

ろ
う
。

つ
ま
り
、
檀
は

こ

の
時
期
、
家
庭

の
暗
黒
面
か
ら
早
く
逃
避

し
た
結
果
、
家
庭
を
離
れ
自
然

の
中

に
は
い

っ
て
い

っ
た

の
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。
病
弱
な
父
と
、
自

分
達
を
置

い

て
出
奔
し
た
母
。

そ
し

て
、
そ
う
い
う
母
を
罵

る
父
。
ま
た
、
父

の
隠

し
妻
。

少
年

に
と

っ
て
重
た
す
ぎ
る
そ
う
い
う
現
実
か
ら

の
逃
避
と
し

て
、
檀

は

「
一

個

の
神
仙
」
と
し
て
、
家
庭
を
離
れ

て
山
野
を
歩
き
、
鳥
を
捕
る
自
然

児
と
な

ら
ざ
る
を
得

な
か

っ
た
。

そ
う
推
測
し

て
も
許
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
ま
た
、
別

の

作
品

の
中

で
、
檀

は

「
父

は
母

の
出
奔
を
知

っ
て
驚

い
た
に
相
違

な
い
が
、
出

奔
直
後

の
父

の
反
応
を

一
つ
も
記
憶
し

て
い
な

い
」
と
述

べ
て
い
る
が
、

こ
れ

も
意
図
的

で
あ
る
な

し
に
か
か
わ
ら
ず
、
逃
避
行
動

の

一
つ
と

し
て
、
記
憶

の

抹
消

が
行

わ
れ
た
結
果

で
あ

る
と
考
え

て
い
い
か
も
し
れ
な
い
。
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と
ま
れ
、
こ
う
し
た
少
年
時
代
を
過
ご
し
た
檀
が
、
「
父

の
活
計
」
を
読

ん
だ

時
、

そ
の
語
ら
れ
る
内
容

に
、
ま
ず
、
身

に

つ
ま

さ
れ
た
と
考
え
る

こ
と
も
許

さ
れ

る
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
が
ま
ず
、
檀
が
、
瀧
井

の

「
父

の
活
計
」

に
感
動
し
た
第

一
の
要
素

で
あ
ろ
う
。

だ
が
、
両
作

品
を
作
品

の
内
側

か
ら
検
討
す

る
と

そ
の
違

い
の
大
き
さ

に
も

気
づ
か
さ
れ
る
。
そ
れ
は

「
父

の
活
計
」
が
、
所
謂
心
境
小
説
と
し

て
の
安
定

と
調
和

の
構
図
を
示
し
て
い
る
の
に
対

し
、
「
此
家

の
性

格
」
に
は
、
そ
れ
が
全

く
見
ら
れ
な

い
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
先

に
も
述

べ
た
よ
う

に

「
父

の
活
計
」

に
描
か
れ
た
家

庭
は
、
経
済
的

に
も
困
窮
し

て
い
た
し
、
ま
た
、
家
族
も
次

々

と
死
ん

で
い

っ
た
。

し
か
し
、

そ
れ
ら
は
全

て
主
人
公

で
あ
る

「
私
」

の
回
想

の
中

の
出
来
事

で
あ
り
、
作
品

の
最
後

で
大
阪

へ
出

て
く
る
と

い
う
父
を
待
ち

な
が
ら

「
私
」
は
次

の
よ
う
な
感
慨

に
ふ
け

る
。

父
が
彼
岸
頃
出

て
く
る
に
ち
が

い
な

い
か
ら
、
私
は
待

つ
や
う
な
気
持

で
い
ろ

い
ろ
父

の
こ
れ
ま
で
の
生
活
を
思

ひ
出

い
た
。

私
は
活
計

の
困

し
さ
か
ら
女
房

に
逃
げ
ら
れ
な

い
か
と
あ
ん
じ
る
や
う

な
日
も
あ

っ
た
り
し
て
、

こ
ん
な
作
家
生
活
と
、
名
人
か
た
ぎ
み
た
い
な

指
物
師

と
、
二
人

が
似

て
ゐ
て
可
笑

ひ
位
ゐ
だ

っ
た
。
父
子
の
親
愛

は
別

に
し

て
も
、
こ
の
似

た
点

で
近

い
感
じ
が
さ
れ
た
。
困
し
か

つ
た
父

の
こ

と
、
思

ひ
描

い
て
ゐ
た
ら
私
自

身
を
描

い

て
ゐ

る
か
に
思

は
れ
た

り
し

た
。
そ
し

て
い
ま
父

が
七
十
何
才
ま

で
生
き

て
来
た

こ
と
此
生
活

の
手
本

は
、
有
難
い
光
明

に
見

え
た
。

つ
ま
り
、
主
人
公
で
あ
る

「私
」

の
視
点
は
、
父
と

の
確
執

や
家
庭
内

の
悲
劇

を
過
去

の
も

の
と
し
て
捉

え
て
い
る
と

い
え
よ
う
。
父
も
生
活
を
持
ち
直

し
、

「
私
」
も
、
ま
た
、
作
家
と

し
て
妻
と
子
を
養

い
、
安
定

し
た
生
活
を
営

ん
で

い
る
○
そ

の
視
点

か
ら
父

の
半
生
を
回
想
し

て
い
る

の
で
あ
り
、

そ
こ
に
〈
安

定
と
調
和

〉
は
生

ま
れ
て
い
る
。

こ
れ
に
対

し
て

「
此
家

の
性
格
」
も
主
人
公

で
あ
る
檜

一
俊

か

Ⅲ
人
称

で
あ

る

「僕
」

で
示

さ
れ
、
父
親
と

の
対
立
か
ら
家
を
出

る
ま

で
が
過
去
形

で
述

べ

ら
れ
る
と
い
う
形
式
を
と

っ
て
い
る
が
、
過
去
を
回
想

し
て
い
る

「僕
」

の
姿

は
示

さ
れ
な
い
。
作
品

は

「
自
分
は
薄
れ
た
光

の
中

に
覗
き
込
む

よ
う
に
み

つ

め

て
い
る

フ
ジ

(
一
俊

の
妻
ー

引
用
者

注
)
が
、
夕

闇
の
遙

か
向

う
に
遠
ざ

か
る
の
を
眺
め
な
が
ら
、
遠

い
旅

の
行
手
に
暗
憺

と
心

を
曇

ら
せ
る
の
で
あ

っ

た
。
」
と
い
う
末
部

で
閉
じ
ら
れ
る
。
父
と
の
葛
藤

は
解
決

し
た
過
去

の
物
語
と

し

て
語

ら
れ
る
の
で
は
な
く
、
現
在

へ
と
続
い

て
い
る
過
去

の
出
来
事
と
し

て

語
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
が
恐
ら
く
、

両
作
口
㎜
の
性
格

の
最
も
大
き
な
違

い

で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
が
、
こ
れ
は
、
先

に
檀
自
身

が
、
瀧
井

の
作
品

に
は

「
肉

体
鍛
冶

の
方
式
」
を
学
ん
だ
と

い
い
、
「此
家

の
性
格
」
は

「
慣
怒
と
孤
独
を
お

が
み
う
ち

に
叩
き

つ
け
」
た
と
回
想

し
た
の
と
、
き
ち

ん
と
対
応
し

て
い
る

の

で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。

つ
ま
り
、
瀧
井

は
昭
和
五
年

の
時
点

で
は
既

に

「
無
限

抱
擁
」

の
作
家

で
あ
り
、
「
父

の
活
計
」

に
も
、

「鍛
冶
」
と

い
う
言
葉

に
ふ
さ

わ
し

い
だ
け

の
、
実
生
活

の
積
み
重

ね
と
対
象

の
客
観
化
が
行
わ
れ

て
い
た

の

で
あ

る
。
こ
れ
に
対

し
て
、
「
此
家

の
性
格
」
は
檀

一
雄

二
十

一
歳

の
作
品

で
あ

る
。
母

の
出
奔
や
、
父
親
と

の
確
執

と
い

っ
た
実
生
活

の
客
親
的
対
象
化
は
未

だ
不
充
分

で
あ
り
、
そ
れ
が
、
「
お
が
み
う
ち
に
叩
き

つ
け
」
た
と

い
う
回
想
と

な

っ
た

の
で
あ
ろ
う
。
だ
が
、
そ
れ
が
こ
の
作
品

の
リ
ア
リ

テ
ィ
の
基
と
な

っ

て
い
る
の
も
ま
た
事
実

で
あ
ろ
う
。

以
上

の
よ
う

に
考

え
る
と
、
檀
が
瀧
井

の
作
品

に
み
た
と

い
う

「
剛
腹
な
肉

感
」

や
、
檀
が

「
お
が
み
う
ち
に
叩

き

つ
け
」
た
と

い
う

「
憤
怒
や
孤
独
」

の

内
実
も
、
明
ら
か

に
な

っ
て
い
く
の
で
は
な

い
だ

ろ
う
か
。

両
作
品

に
共
通
す
る
点

は
、
主
人
公
が
父
を
中
心
と
す
る
封
建
的
な
〈
家

〉
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と
対

立
し
、
葛
藤

し
な
が

ら
成
長
す

る
姿
を
描

い

て
い
る
と

い
う
点

で
あ

っ

た
○
そ
し

て
、
そ
れ
が
、
〈
安
定
と
調
和

〉
を

も
た
ら
し

て
い
る
現
在

の

「
私
」

の
視
点
か
ら
回
想

さ
れ

て
い
る

の
が
、
「
父

の
活
計
」
で
あ
り
、
そ

の
対
立
や
葛

藤
が
尚
も
解
決
し
え

て
い
な

い
視
点

か
ら
描

い
て
い
る
の
が

「
此
家

の
性
格
」

で
あ
る
と

い
え
よ
う
。

そ
う

で
あ
る
な
ら
〈
家
〉
と

の
対
立

や
葛
藤
が
、
〈
安

定
と
調
和
〉
と
し
て
整

理
さ
れ
た
と
き
、

そ
れ

は
、
「
剛
腹
な
肉
感
」
と
し

て
、

「
文
章

に
置
換
」

し
え
た

の
で
あ
り
、

い
ま
だ
、

そ
れ
ら
を

ひ
き
ず
る
二
十

一

歳

の
檀

一
雄

に
と

っ
て
、

そ
れ
ら
は

「憤
怒
と
孤
独
」
と

い
う
言
葉

で
表
わ
さ

れ
る
生

々
し
い
も

の
に
し
か
す

ぎ
ず
、
「
叩
き

つ
け
」
ざ
る
を
得
な
か

っ
た

の
で

は
な

い
だ
ろ
う
か
。

で
は
、

一
体

そ
れ
ら

は
作
品

の
内
部

で
具
体
的

に
は
ど

の
よ
う
に
描

さ
れ
て

い
る
の
か
。
作
品

に
そ

っ
て
検
討
し

て
い
き
た

い
。

た
だ
、
作
品

の
検
討

に
は
い
る
前

に
、
も
う

一
つ
指
摘

し
て
お
か
ね
ば
な

ら

な

い
事
が
あ

る
。
そ
れ
は
、
初
め

に
引

用
し
た
檀

の
回
想

の
中

に
、
意
図
的
な

操
作
が
行
わ
れ

て
い
る
と

い
う

こ
と

で
あ
る
。
檀

は

「
父

の
活

計
」
を
読

ん
で
、

「
此
家

の
性
格
」
を
執
筆
す
る
ま

で
の
時

間
に

つ
い
て
は
触
れ

て
い
な

い
が
、

こ
の
間

に
、
「此
家

の
性
格
」
の
原
型
と

で
も

い
う

べ
き
作
品

を
、
実

は
執
筆
し

て
い
る

の
で
あ
る
。
昭
和
六
年
旧
制
福
岡
高
等
学
校
校
友
会
誌

に
発
表
さ
れ
た

「
或
家

の
断
層
」

と
い
う
作

品
が
そ
れ

で
あ

る
。
檀

は
、

い

つ

「
父

の
活
計
」

を
読
ん
だ
か

に

つ
い

て
は
言

及
し
て
い
な

い
が
、
多
分
、
檀
は
昭
和
五
年

の
段

階

で

「
父

の
活
計
」
を
読

み
、
翌
年

に

「
或
家

の
断
層
」
を
書
き
、
更

に
、
そ

れ
を
発
展

さ
せ
る
形

で
、
「此
家

の
性
格
」
を
昭
和
八
年

の
夏

に
執
筆

し
た
の

で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。
昭
和
五
年
、
檀
は

一
年
間

の
停
学
処
分
を
受

け

て
い
る
。

理
由

は
檀

の
回
想
と
、
他

の
証
言
と

で
若
干
く

い
違
う
点

も
あ
る
が
、

R

・
S

(社

会
科
学

研
究
会
)

に
檀

が
加
入
し

て
お

り
、
そ

の
話
働

(同
盟
休
校
、

及

び
反
戦
活
動
)

が
原
因

で
あ
る
こ
と

で
は

一
致
し

て
い
る
。
太
宰

や
亀
井
勝

一

郎
等
、
転
向
者

の
多

い

「
日
本
浪
曼
派
」

の
中

で
も
、
檀

は

マ
ル
ク

ス
主
義

に

無
縁

で
あ

っ
た
と
考

え
ら
れ
が
ち

で
あ
る
。
そ

の
檀

に

こ
う
い
う
経
歴

が
あ
る

こ
と
に
は
興
味

が
わ
く
が
、
本
論

で
は
指
摘
す
る
に
止

め
て
お
き
た
い
○
問
題

と
な
る
の
は
そ
の
停
学
期
間
中

に
、
「
二
ー
チ

ェ
、
シ

ョ
ー
ペ
ン

ハ
ウ

エ
ル
、
佐

藤
春
夫
、
瀧
井
孝
作
、
小
林
秀
雄
、
横
光
利

一
等

を
耽
読
。
」
し
た
と

い
う
こ
と

で
あ
る
。
恐
ら
く
は
、

こ
の
時

に
檀

は

「
改
造
」

で
直

接
、
「
父

の
活
計
」
を
読

ん
だ

の
で
は
な

い
だ

ろ
う
か
。
社

会
科
学

研
究
会

の
メ

ン
バ
ー
で
あ
れ
ば
、
当

然

「
改
造
」
と

い
う
雑
誌
は
必
読

で
あ
る
だ
ろ
う
し
、

そ
う
考

え
る
の
が
自
然

で
あ

ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
、
以
上
は
推
測

の
域
を
出
な

い
が
、
以
下
作
品
内
部

の

検
討
を
通
し

て
確
認
し

て
い
き
た
い
。

ま
ず
、
「
或
家

の
断
層
」
と

「此
家

の
性
格
」

の
基
本
的
な
関
係

で
あ
る
が
、

前
者
は
早
く
矢
島
道
弘
氏

の
指
摘

に
も

あ
る
よ
う
に
、
後
者

の
主
人
公

一
俊

の

家
出
後

の
物
語
と
い
う

一
面
を
持

っ
て
い
る
。
前
者

の
冒
頭
は
家
出

を
し

て
い

る

「
私
」
に
、
義
母
か
ら

「
お

ん
父
様
も
、

一
俊
は
ど
う
し
と
る
か
と
か
う

て
、

此
頃

の
病
気

も
そ
な
た
様

の
こ
と

の
心
配

の
余
り
か
も
知
れ
ぬ
と
思

は
れ
候

か

ら
、
こ
の
手
紙
内

緒

に
て
、
自
分
か
ら
来
た
と
い
う
て
来

て
下

さ
れ
」
と
い
う

手
紙

が
来

る
所

か
ら
始

ま
る
。

「
此
家

の
性
格
」

の
最
後

で
主
人
公

一
俊

は
、

「
父
の
家

の
中

に
強
烈
な
爆
弾
を
し
か
け
ね
ば
な
ら
ぬ
と
思

い
、
自
分

の
運
命

に
息

が
は
ず
む
」

の
を
感
じ
な
が
ら
、
家
を
出

て
行
く
の
で
あ
る
か

ら
、

そ
の

点

で
は
、

こ
の
二
作
品

の
首
尾
は

一
貫
し

て
い
る
と
言

え
る
。

唯
、
両
者

の
人
物
関
係

に
は
左

の
よ
う
な
違

い
は
あ

る
。
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○

「
此
家

の
性
格
」

継
母

父生
母

(自
殺

)

フ
ジ

一.
俊

(
病
死
)

ル
リ

・

「
或
家

の
断
層
」

継
母

[父

(病
死
)

生
母

(不
明
)

(自
殺
)

姉私時
子

=

子

こ
の
よ
う
な
両
作
品

の
人
物
構
成

の
違

い
を
考
慮

に
入
れ
て
も
、
両
作
品

の
間

に
共
通
す

る
点
は
多

い
。
封
建
的
家
長

と
し
て
権
力

を
振

る
う
父
と
、

そ
れ

に

愛
憎
半
ば
す

る
形

で
対
立
し
、

そ
の
家
を
去

る

(「
或
家

の
断
層
」

で
は
去

っ

た
)
主
人
公
と

い
う
設
定
は
特
徴
的

で
あ
る
。

「此
家

の
性
格
」

の
父

は
、
「
永

い
不
行
跡

で
行
衛
を
失
」

い
、
そ

の
父
が

「北
海
道

か
ら
ひ
ょ
い
と
戻

っ
て
来

た
」
所
か
ら
物
語
は
始
ま
り
、
「
父
は
何
も
噂

を
知

ら
ず
日
益

に
威
猛
高

に
な

っ

て

一
家

は
父

の
下

に
お
び
え
る
よ
う
」
に
な

る
○
「或
家

の
断

層
」
の
父
も
封
建

的
家
長
と
し

て
の
権

勢
を
振
る

い
、
主
人
公

は

「父

の
悲
惨
な
生
涯

に
、
悲
憤

に
似
た
愛
を
覚
え
」
る
と
同
時

に
、
「
面
と
向

ふ
と
其

の
偏

っ
た
性
格

に
そ
む

い

て
見
ず

に
は

ゐ
ら
れ
な
」

い
の
で
あ

る
。

ま
た
、

両
作
品
と
も
生
母
と
別
れ

(「
此
家

の
性
格
」
で
は
自
殺
。
「或
家

の
断
層
」
で
は
不
明
。
)
継
母
が
登
場
す

る
点

で
も
共
通
す
る
。
そ

の
他

の
家
族

の
設
定

の
違

い
は
先

に
示
し
た
図

の
と

お
り

で
あ
る
が
、
そ

の
違

い
も
形
を
変

え
て
い
る
だ

け
で
あ

る
と
も
考
え
ら
れ

る
。
「
或
家

の
断
層
」

の
妹

時
子
は
、

「此
家

の
性
格
」

で
は
妻

の
フ
ジ

に
姿
を

変
え

て
い
る
だ
け

で
、
そ

の
本
質

は
変

わ

っ
て
い
な

い
と
も
言
え
よ
う
。

だ
が
、
私

は

「
或
家

の
断
層
」

を

「此
家

の
性
格
」

に
先
立

っ
て
書
か
れ
た

一
俊

の
後
日
諏
と
し

て
読

む

こ
と
に
は
無
理

が
あ
る
と
思
う
。
な
ぜ
な
ら
、

一

俊
は

「
此
家

の
性
格

」

の
終
わ
り
で

「生
活

に
も
愛
情

に
も

に
せ
も

の
と
ほ
ん

も

の
と
を
判

っ
き
り
分
け
る
刃
を

ぎ
り
ぎ
り
刺
し
込
も
う
と
」
し

て
、

ま
た
、

「
父

の
家

に
強
烈
な
爆
弾
を
し
か
け
」
よ
う
と

し
て
、
「
自
分

の
運
命

に
心
を
は

ず
」
ま
せ

て
出
奔
し

て
い
く
の

で
あ
る
、
そ
れ
が
、
「
或
家

の
断
層
」
に
お

い
て
、

父

の
死

に
よ

っ
て
帰
郷
し
、
「
其

の
卑
屈
な
母
と
、
妹
と
、
そ

の
子
を
負
う

て
行

か

ね
ば
な
ら
ぬ
、
暗
臆

た
る
自
分
自
身

の
生
涯

に
脅
え

て
ゐ
」
る

の
で
は
話
は

振
出
し

に
戻
る
だ
け
の
こ
と
で
あ
る
。

そ
う

で
あ
る
な
ら
ば
、

こ
の
二

つ
の
作

品

は
、

主
人
公

の
出
奔
前

と
そ
の
後

日
諦
と
し

て
読
む
よ
り
も
、

「
此
家

の
性

格
」
は

「
或
家

の
断
層
」
を
原
型
と
し

て
持
ち
、
そ

の
モ
チ
ー

フ
や

テ
ー

マ
を

継
承
、
発
展
さ
せ
た
作
品

で
あ
る
と
し
た
方
が
よ

い
で
あ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
、

そ

の
中
心
と
な
る
テ
ー

マ
は
、
父
を
中
心
と
す

る
〈
家
〉
と

の
対

立
、
葛
藤

と

い
う

こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
が
、
「
或
家

の
断
層
」
で
は
後
半
部

に
そ
の

テ
ー

マ

が
若
干
ず
れ

て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

主
人
公
が

「
チ
チ
キ
ト
ク
ス
グ

カ

ヘ
レ
」
と

い
う
電
報

を
受
取

る
。
急

ぎ
、

帰
郷
す
る
と
父

は
概

に
死
亡
し

て
お
り
、
そ

の
死
顔
と
対
面

し
た
後
、
次

の
よ

う
な
感
慨

が
述

べ
ら
れ

る
。

私

は
四
畳
半

の
障
子
を

サ

ッ
と
明
け

て
、
母

の
、
私

の
、

そ
し
て
お
ま

へ

(妹
時
子

引
用
者
注
)

の
広

い
額
を
見
よ
う
と
あ
せ

っ
た
。

私

は
其
処

に
あ

る
限
り

の
女

へ
の
不
満

に
ず
ぶ
濡

れ
に
な

つ
て
ゐ
た
。

両
腕

に
生
れ
付

い
た
ば
か
り

の
赤
ん
坊
を
抱

へ
、
時
子

は
、
も

う
卑
屈

な
眼
に
、
安
静
と
同
情
を
乞

ひ
、
だ
ら
り
と
下
げ
た
帯

に
は
生
活

そ
の
も

の
を
失

つ
た
哀
れ
な
女
全
体
が
揺
れ

て
ゐ
る
様

だ

っ
た
。

私

は
女

そ
の
も

の

ゝ
意
気
地

な
さ

に
歯
ぐ
き
が
立
ち
、
母

が
粥
を
運

ぶ

と
時
子

は
満
足

さ
う
に
そ
れ
を
な
が
め

て
は
す
す

つ
ゐ
た
。

子
供
を
生
ま

ね
ば
な
ら
な

い
故

に
、
母

の
愚

か
な
采
配

の
下

に
す
ら
甘

ん
ぜ
ね
ば
な
ら
ず
、
か
う
し

て
無
気
力

に
な

っ
て
終

っ
て
行

く

「
女
」
を

罵
倒

せ
ず

に
は
ゐ
ら
れ
な
か

っ
た
。
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こ
の
よ
う
に
、
父
が
死

ん
だ
後

に
主
人
公

一
俊
が
感
じ

て
い
る

の
は
、
最
早
、

父

へ
の
憎
悪

で
は
な

く
、
「
女
」
に
対
す

る
憎
悪

で
あ

る
。
そ
れ
は
先

に
引
用
し

た
結
末

で
、
「
鬼
屈
な
母
と
、
妹

と
、
そ
の
子
と
を
負
う

て
い
か
ね
ば
な
ら
ぬ
暗

謄

た
る
自
分
自
身

の
生
涯

に
脅
え

て
ゐ
」

る
主
人
公

へ
と

つ
な
が

っ
て
い
る
○

つ
ま
り
、
「或
家

の
断
層
」
で
は
、
端
的

に
言

っ
て
し
ま
う
な
ら
、
そ
の

テ
ー

マ

は
主
人
公
と
父
と

の
確
執
か
ら
出
発
し
た

の
に
、
父

の
死
に
よ

っ
て
、
時
子
を

中
心
と
す

る
家
庭
内

の

「
女
」

へ
の
絶
望
と
憎
悪

へ
と
ず
れ

て
い

っ
て
い
る
と

い
い
得

よ
う
。

そ
れ
を
否
定
的

に
捉
え

る
か
、

「或
家
」

の
時
間

の
経
過

に
伴

う
、
テ
ー

マ
の
展
開
と
し

て
、
肯
定
的

に
捉
え
る
か
は
、
ひ
と
ま
ず
置
き
、
「
此

安

の
性
格
」

で
は
そ
れ
ら

は
ど
う
な

っ
て
い
る

の
か
を
検
討

し
た
い
。

作
品

の
中

で
主

人
公

一
俊

は
、

「鉄

道
が
白

い
ブ

リ

ッ
ジ

の
上

を
ゴ

ウ
ゴ

ウ

駆
け
る
と
」
「
無
性

に
恐
し
」
く

「
ヒ
イ
ヒ
イ
云

っ
て
泣
」
き
、
ま
だ
寝
小
便
を

す

る
少
年
か
ら
、
妻
子

の
い
る
青
年

へ
と
成
長

す
る
。
少

な
く
と
も
、
十
年
以

上

の
時
間

の
経
過
を
、
原
稿
用
紙

四
十
枚
程

の
作
品

の
中

に
描
き
出
す

の
で
あ

る
か
ら
、
ど
う
し

て
も
、
作

品
は
大
小
様

々
な
事
件

の
羅
列
と
な
ら
ざ

る
を
得

な

い
。
そ
う
し
た
様

々
な
事
件

は
、
封
建
的
家
長
と
し

て
の
父
親

の
権
力
が
家

族

へ
と
向

け
ら
れ
た
場
合

と
、
封
建
的
小
地
主
と
し

て
、
父
親
が
小

作
を
主
と

す
る
社
会

と
対
立

し
た
場
合

と
に
大
別

で
き

よ
う
。
そ
し

て
前
者
は
更

に
、

一

俊

が
少
年
期

の
場
合
と
、
成
人
し

て
後

の
場
合

に
分
け

て
考

え
ね
ば
な
ら
な
い

だ
ろ
う
。
当
然

そ
の
年
令

に
よ

っ
て
主
人
公

の
対
応
は
変
わ
ら
ざ
る
を
得

な
い

か
ら

で
あ

る
。

父
親
と
母
親

の
謬
い
と
そ
れ

に
続
く
母

の
自
殺

が
少
年
期

の
最
大

の
事
件

で

あ

ろ
う
。
父
親

の
出
奔
中

に
、
母
が
旅
役
者
と
関
係

が
あ

っ
た
こ
と

が
村
人

の

告
げ

口
か
ら
父

に
知
れ
、
父
は
母
を
折
艦

す
る
。

急

に
父

の
激

怒
し
た
声

が
聞
こ
え
て
き
て
母
屋

に
仁
王
立

に
な

り
母

の
髪

を
掴

ん
で
は
引
き
廻
し
た
。
母

の
袖
が
も
ぎ
れ

て
泣

き
出

す
母

の
頬
を
、

父

は
ピ
シ
ピ
シ
な
ぐ

り

つ
け
た
。
父

の
筋
骨
が
頭

え
て
、

は
て
は
乳
房
を

引

っ
ぱ

り
出
し
母

の
着
物
を
尻
迄
ま
く
り
あ
げ
て

エ
イ

エ
イ
折
濫
す

る
よ

う
だ

っ
た
。
灰
暗

い
部
屋

の
中

で
母

の
太

股
が
残
酷

に
ふ
る
え
、
母

は
い

ぎ

た
な

い
叫
び
声
を
あ
げ

て
は
逃
げ
廻

っ
た
。

こ
わ
い
な

が
ら
も

こ
の
両

親

の
醜

い
争

い
は
僕

に
不
思
議

な
興
奮
を
湧

か
す

の
だ

っ
た
。

こ
の
後
、
父

は

「
會
祖
父

の
槍

」
ま

で
持

ち
出

し
、
母

は
数

日
の
後
自
殺
す

る
。

裏
山

の
自
殺
し
た
母

の
所

へ
走
る

「
父

の
荒

い
息
が
執
勤

に
僕

の
耳

に
残
」
る
。

親
達

の

「
ね
じ
れ
た
零
囲
気

の
中

で
」
「
卑
屈

に
育

っ
て
い

っ
た
」
主
人
公

の
幼

少
期

の
中

で
も
最
大

の
事
件

で
あ
る
が
、

そ
れ

に
対
す

る
主
人
公

の
反
応
は
、

「
不
思
議
な
興
奮
」
で
あ

っ
た

り
、
「
父

の
荒

い
息
」
を
記
憶
す

る
こ
と

で
あ

っ

た
り
す
る
。

こ
の
よ
う
な
表

現
は
他

の
箇
所

に
も
多

い
。
た
と
え
ば
、
父
が
小

地
主
と
し

て
、
小

作
人

と
対
立
す

る
場
面

で
も

そ
う

で
あ
る
。

ド
シ
ャ
降
り

の
晩

だ

っ
た
。
門

の
辺
り

に
わ

い
わ

い
人
声
が
す
る
よ
う

で
雨
戸
に
バ
タ
バ
タ
石

が
投
げ

つ
け
ら
れ
た
。
檜
を
殺
せ
、
と
い
う
烈
し

い
声

が
雨
に
混

っ
て
い
る
。
父
は
垂
木

の
槍
を
キ
リ
リ
と
し
ご
い

て
雨
戸

を
蹴
破

る
と
何
を
血
迷
う
と
る
か
と
外

へ
出

て
行

っ
た
。
三
郎
提
灯

を
持

て
と
父

の
呼

ぶ
声
が
し

て
、
廊
下

に
立

つ
と
提
灯

は
雨
に
流

れ
た
。

真
鍋
呉
夫

は
、
同
じ

こ
の
部
分
を
引

い
て

「小

作
農
民

と
地
主

の
尖
鋭
な
対
立

が
、

さ
な
が
ら
鋭

で
生
木
を
ぶ
ち
き
る
よ
う
な
借
勤
な
文
体

で
活
写

さ
れ

て
い

る
」
と
評
価
し

て
い
る
が
、
そ
の
後

主
人
公

は
や
は
り

「私

の
足
許

に
も

サ

ッ

と
し

ぶ
き
が
飛
ん

で
、
足
腰
じ

ゅ
っ
く
り
濡

れ
た
こ
と
を
覚

え
て
い
る
」

の
で

あ
る
。
そ

の
他

に
も
、
小

作
人

の
妻

で
あ
る
兼

が
チ
ブ

ス
で
死

に
、
そ

の
死
体

が
玄
関

の
近
く

に
置
か
れ

て
い
た
時
も

「
兼

の
死

に
顔
」
が

「
僕

の
胸

に
永
く

錆

つ
い
て
離

れ
な
」

い
の
で
あ

る
し
、
ま
た
、
継
母
と
父
と

の
結
婚
式

の
夜

も
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「変

な
歌

が
耳
に
残

っ
て
到
遂
眠
れ
ず
、
其

の
夜

の
ト

ヨ
を
駈
け
る
雨
足

の
音

は
未

だ
に
僕

の
耳

に
残

っ
て
い
る
」

の
で
あ

る
。

こ
の
よ
う
な
表
現
は
、

」
面

か

ら
言

え
ば

一
俊

の
感
情
を
直
接
的

に
表
現
す
る

こ
と
を
避

け
、
先

に
引

用
し

た

よ
う
に
、
真
鍋

の
い
う

「
鎗

で
生
木
を
ぶ
ち
き
る
よ
う
な
倍
勤

な
文
体
」
と

相
挨

っ
て
、
尾
崎

一
雄

に
も

「
瀧
井
さ
ん
流

の
と

こ
ろ
が
あ
る
」
と
言

わ
し
め

る
ポ

イ
ン
ト
と
な

っ
て
い
る

で
あ
ろ
う
。

も
う

一
つ
、

一
俊

に
即

し
て
考

え
れ

ば
、

一
俊
を
父

の
行
動

に
反
発
し
な
が
ら
も
、

そ
れ
を
行
動

に
よ

っ
て
父

に
示

す

の
で
は
な

く
、
内

攻
さ

せ

て
い
く
人

間
と
し

て
造
型
し

て

い
る
と
言

え
よ

う
。

つ
ま
り
、

一
俊

は
、

成
人

す
る
ま
で
父

の
横
暴
と
暴
力
を
記
憶
し
、
忍
耐

す
る
少
年

と
し

て
の
み
造

型
さ
れ
て
お
り
、

そ
れ

は
封
建
的
家
長
制

の
下

で
の

少
年
像

と
し

て
、

リ

ア
リ
テ

ィ
を
持

つ
も

の
で
あ

る
と
言

い
得
よ
う
。

そ
し
て

一
俊
は

「隣
村

一
の
豪
家
」

の
娘

で
あ

る

フ
ジ
と
結
婚
す
る
。

フ
ジ

は

「
ち

ょ

っ
と
し
た
人

の
愛
情

に
も

ひ
ど
く
溺
れ
る
よ
う
」
で
あ

り
、
「
僕

の
家

の
不
思
議

な
性
格

の
板
ば

さ
み
に
な

っ
て
始
終
お
ど
お
ど
」
し
、
「
僕
」
は

「
そ

う
い
う
卑
屈

な
精
神

で
夫
婦
生
活
を
通
し

て
行
か
ね
ば
な
ら
ぬ
思

い
の
中

で
苦

り
き
」

る
。
父
が

フ
ジ

の
琴
を
と
が
め
た

の
を
き

っ
か
け

に

「
僕
は
生

活

に
も

愛
情

に
も

に
せ
た
も

の
と

ほ
ん
も

の
と
を
判

っ
き
り
分
け
る
刃
を
ぎ
り
ぎ
り
刺

り
込
も
う
と
思
」
う
。

こ
の
覚
悟
が
、
父

の
横
暴

の
下

で
そ
れ
を
見
詰

め
な
が

ら
育

っ
て
来

た
主
人
公

の
覚
悟
な

の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
形
を
変

え
て
、

フ
ジ

が
妊
娠
し
た
と
知
ら
さ
れ
た
後

の

「
僕

の
生
涯
も
、

兎
に
角

一
通
り
小
器
用

に

ま
と
ま

っ
て
終

っ
た

の
だ
。
何
よ
り
も
、
自
分
が
自

分

の
境
界

に
何

の
悔

い
も

感
じ
な
く
な

っ
て
し
ま

っ
た
と

い
う

ア
セ
リ

で
夜
が
寝

れ
な
か

っ
た
」

と
い
う

表
現
や
、
「
父

の
家

の
中

に
強
烈
な
爆
弾

を
し
か
け
ね
ば
な
ら
ぬ
」
と

い
う
決
意

と
な

っ
て
表
わ
れ

て
い
る
。
し
か
し
、

果
し

て
そ
う
い
う

一
俊

の
決
意
な
り
願

望
な
り
は
具
体
的

に
は
ど
う
実

現
さ
れ
て
い
る
の
だ

ろ
う
か
。

そ
れ

は
わ
ず
か

に
生

ま
れ
た
娘

に
父
が
小
冬

と

い
う
名
を

つ
け
よ
う
と
す
る
の
を
拒

み
、

ル
リ

と
名
付

る
行
為

に
よ

っ
て
の
み
実
現
さ
れ

て
い
る
ば
か
り

で
あ
る
。

し
加
も

そ

の

ル
リ
で
す
ら

一
俊

の
両
親

の
溺
愛

が
も
と
で
疫
痢

で
死
な

せ
て
し
ま
う

の
で

あ

る
。

そ
し

て
そ
れ
を
契

機

に

一
俊

は
旅
出

つ
。

で
は
、
旅
出

っ
て
行
く

一
俊

は
果
し

て

「
に
せ
も

の
と
ほ
ん
も
の
と
を
判

っ
き

り
分
廿

る
刃
を
ぎ
り
ぎ
り
刺

し
込

」
ん
だ
と
言
え

る
の
だ

ろ
う
か
。
「
父

の
家

に
強

烈
な
爆
弾
を

し
か
け
」
た

と
言

え
る
だ
ろ
う
か
。
答
え
は
も
ち
ろ
ん
否

で
あ
ろ
う
。

こ
れ
は
何
を
意
味
す

る
の
で
あ

ろ
う
か
。

そ
も
そ
も
、

先

に
述

べ
た
よ
う
に
、

「
此
家

の
性
格
」

は
檀
が

「
己
の

こ
の

奇

ッ
怪

な
慣
怒
と
孤
独
を

お
が

み
う
ち

に
叩
き

つ
け
」
た
と
回
想
す
る
作
品

で

あ

っ
た
。

し
か
も
、

そ
の

「
憤
怒
と
孤
独
」

の
内
実

と
は
、
檀
本

人
の
幼
少
期

の
体
験

に
基

づ
く
父
を
中
心
と
す
る
〈
家
〉
と

の
対

立
葛

藤

で
あ

っ
た
。

そ
れ

は
、
「或
家

の
断
層
」
で
は
微
妙
な
ズ

レ
を
見
せ

て
い
た
が

「此
家

の
性
格
」
で

は
終
始

一
貫

し
て
、

テ
ー

マ
と
し

て
流
れ

て
い
た
。

だ
が
、
主
人

公
の

一
俊

の

少
年
期

の
造
型

に
は
成
功
し
な
が
ら
、
そ

の
〈
家

〉
を
乗

り
越

え
て
ゆ
く
べ
き

青
年
期

の
造
型

に
失
敗
し

て
い
る
と

い
う

こ
と
は
、
檀

一
雄
本
人

が
、
〈
家
〉

を
乗

り
越
え

る
べ
き
論
理
を
未
だ
獲
得

し

て
い
な
い
と
い
う
こ
と
を
意
味
す

る

の
で
は
な

い
だ

ろ
う
か
。

一
俊

の
誕
生

日
が
年
越

し
の
日
な
の
は
偶
然

で
は
な

い
。

こ
の
日
は
檀

一
雄
自
身

の
誕
生

日
で
あ
る
。

「
或
家

の
断
層
」
か
ら

「
此
家

の
性
格
」

へ
と
作
品

は
確
か

に
深
化
し

て
い

る
。
前

者

に
は
先
程

も
述

べ
た
よ
う

に

テ
ー

マ
の
ズ

レ
と

も

い
え

る
も

の
が

あ

っ
た
し
、
習
作

の
域

を
出

な

い
表
現
も
多

か

っ
た
。
何

よ
り
も
〈
家
〉

の
問

題

は
檀
本
人

に
と

っ
て
切
実

な
問
題

で
あ
り
な

が
ら
、
主
人
公

は
、
「
暗
謄
た
る

自
分
自
身

の
生
涯

に
脅

え

て
ゐ
」

る
ば

か
り
で
、
何

ら
、

そ
の
問
題
を
解
決
す

る
方
向
性
を
示
し
え
な
か

っ
た
。
と

こ
ろ
が
、
「此
家

の
性
格
」
で
は
そ
う

い
う

「47一



ズ

レ
も
な
く
な
り
、

テ
ー

マ
は
終
始
、
父
を
中
心
と
す
る
〈
家

〉
の
問
題

に
絞

ら
れ
、
前
半
部

の

一
俊

の
造
型

に
も
成
功
し

て
い
る
。

こ
れ
は
明
ら
か
に
作
品

内
容

の
深
化

と
よ
ん
で
よ
い
。
と

こ
ろ
が
、
幼
少
期
か
ら
檀

一
雄
本
人
が
悩

み

続
け

て
き
た

〈
家
〉
と

の
葛
藤
を
仮
託
し
た
主
人
公

一
俊
は
、
そ
の
問
題
を
論

理
的

に
解
決

す
る
方
向

へ
向

か
う
の
で
は
な
く
、
作
品

の
中

で
、

一
俊
自
身

が

宣
言

し
た
よ
う
に

「
父

の
家

に
」
「
爆
弾
」
も

「し
か
け
」
ら
れ
ず

「
刃
」
を
も

「刺

し
込
」

め
な
い
の
で
あ

る
。

そ
れ

は
明
ら
か
な

一
俊
の
敗
北

で
あ

ろ
う
。

そ
し

て
そ
れ
は
檀

一
雄

が
意
図
し
た
結
果

で
あ
る
と

い
う
よ
り
も
、
檀

一
雄

自
身

に
未
だ

〈
家
〉
を
乗

り
越

え
、
相
対
化
す
る
だ
け

の
論

理
、
言

い
換

え
れ

ば
瀧
井

流

の

「内
感
を
文
章

に
置
換
す

る
肉
体
鍛
冶

の
方
式
」

が
獲
得

さ
れ

て

い
な
い
が
為

の
必
然
的
な

〈
敗
北
〉
だ

っ
た

の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。
「憤
怒
と

孤
独

を
叩
き

つ
け
」

る
よ
う
に
し

て
、

一
俊
と

い
う
自
分

の
半
身
を
造
型
す

る

こ
と
は

で
き
た
。
だ
が
、
こ
の
時

の
檀

に
、
そ

の

一
俊
の
行
動
を
通

じ
て

〈
家
〉

の
問
題

を
解
決

の
方
途
を
探

る
こ
と
は
未
だ
不
可
能

だ

っ
た
の
で
あ

る
。

そ
し

て
そ
れ
は

『花
筐
』
所
収

の

「
美
し
き
魂

の
告
白
」

や

「夕
張
胡
亭
塾
景
観
」

で
も
試

み
ら
れ
て
い
る
が
、
も

は
や
紙
幅
は
尽
き
た
。
他

日
を
期
し

た
い
。

と

い
う
が
、
檀
自

身
は

『
わ
が
青
春

の
秘
密
』

(昭
和
五
十

一
年

四
月
、
新
潮
社
)

等

で
、

こ
う
信

じ
て
い
た
と
述

べ
て
い
る
。

注

(

『
日
本
文
学
全
集

坂

口
安
吾

井
上
友

一
郎

檀

一
雄
集
』

(昭
和
四
十

五
年

十

一
月

筑
摩
書

房
)
所
収
。

注
5

「母
」

(「新
潮
」
昭
和
二
十
年
二
月
号
)

注
6

「
じ
じ
ば
ば

の
花
」
(「え
き
す
ぶ
れ
す
日
本
通
運
」
昭
和
三
十
九
年

四
月
十

四
日

号
)

注
7

『わ
が
青
春

の
秘
密
』

注
8

檀
は

「自
筆
年
譜
」
等

で
同
盟
休

校
の
首
謀
者

の

一
人

で
あ

っ
た
為
と

い
う
が
、

「人
間
檀

一
雄
」
(野
原

皿
夫

・
「正
論
」
昭
和
五
駈
八
年
レ

一
月
号
～
六
卜
年

八

月
号
、
同
十
月
新
潮
社

よ
り
刊
行
)

に
よ
れ
ば
、
同
明
皿休
校
の
時
は
停
学

で
す
ん

だ
と
い
う
。

注
9

『人
物
書
誌
大
系
2
檀

一
雄
』

(石
川
弘
編
、

一
九
八
二
年
五
月
、

日
外

ア

ソ
シ

エ
じ

ツ
)

注
10

「檀

一
雄
覚
え
書

「此
家

の
性
格
」

ま
で
を
中
心

に
ー

」

(「文
学
年
誌
」

5
号
昭
和

五
十

五
年
七
月
)

注
11

「「此
家

の
性
格
」

に

つ
い
て
」

(『檀

一
雄
全
集
第

一
巻
』
(
一
九
七
七
年
九
月
、

新
潮
社
)

注
12

「な
め
く
ぢ
横
丁
」
(
「群
像
」
昭
和

二
十

四
年
九
月
号
)

一48一

 

注

注
1

「
不
思
議

な
デ
ビ

ュ
ー
」
初
出
不
詳

注
2

た
と
え
ば
戦
後

で
は
あ
る
が
、
「僕

は
屈
託
な
く
己

の
肉
感

に
即
い
て
、
自
他
判

別

の
拠
点
と
す
る
」

(「
、
人

で
金

槌
を
持

っ
て
す

る
)

「思
潮
」

二
十
五
年

五
月

号
)
と
か

「
お

の
れ

の
肉
感

を
文
章

に
表
現
す

る
と

い
う
操
年
は
、
実

に
非
常

に

緩
慢

で
厄
介

な
事
業

な
の
で
あ
る
」

(「文
土
十
年
説
」

「
新
潮

」

三
f

五
年

四
月

号
)

で
あ
る
。

注
3

「火
宅

の
母

の
記
」
に
よ
れ
ば
、
恋
愛

は
出
奔

の
後

で
、
直
接

の
原
因

で
は
な

い

檀

一
雄
本
文

は
新
潮
社
版
全
集

に
よ

っ
た
。
但
し
、
「
或
家

の
断
層
」
は

未
収
録

の
為
、
「
ポ
リ
タ
イ

ア
檀

一
雄
特

集
号
」
(
昭
和

五
十

二
年
五
月
、

白

川
書
院
)
所
収
本
文

に
よ
る
。
瀧

井
本
文

は
初
出
。
但

し
ル
ビ
は
は

ぶ
い
た
。


