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『
破

戒

』

論

)(

〈
種

々
な
る
生
活
状
態
〉

の
形
象

に

つ
い
て

す

で

に

「
破
戒

』

に

つ
い
て

の
論
述

は

彩
し

い
数

に

の
ぼ
る
。

『破

戒

』

が
自
然

主
義

文

学

の
成

立

の
根
幹

に
深

く

か
か
わ

る
作

品

で
あ

っ
た
以
上

論

義

の
喧

し

さ
は
当

然

の
現
象

で
あ

っ
た
。

そ
し

て
、

現
在

ま

で
様

々
な

「
破
戒

』

論

が
、
真

の
作

品

像

の
定

立

と

そ

の
歴

史
的

位

置
付

け

と
に
及

ぶ
重

要
な

問
題

に
ア
プ

ロ
ー

チ
し

て

い
る
。

早
く

同
時

代
評

の
多

く

を
渉

猟

し

、

「
破
戒

』

の
本
質

を
閲

明

せ
ん

と
し

た
本

格
的

力
作

で
あ

る
平

野

謙
氏

の
論

を
始

め

と
し

て
枚

挙

に
逞

が
無

い
。

こ

こ
で
私

は
、
先

行

の
研

究
を
参

照

し
な

が
ら

、

『
破
戒

』

に

つ
い
て

の
試

論
を

提
出

し

た

い
。

「破

戒

』
を

論
評

し

た
同
時

代

の
評

論

に

つ

い
て

は
、
平

野
謙

・
平
岡

敏

夫
氏
等

の
詳

細
な

調

査

が
あ

る
。

こ

こ
で
は

『破

戒
』

評

の
中

、

特

に

小
島

烏
水

の

「

「破

戒
」

を

讃

む
」

(
「
文

庫
』

明
治

39

・
5
)

の
考
察

を
手

掛
り

と

し
な

が
ら

、

『破

戒

』

に

つ

い
て
私

見
を
述

べ
て

み
た

い
。

平

野

氏

の
要

約

に
よ

れ

ば
、
同

時
代

評

に
共

通
す

る
傾

向

は
、

待

徴

的

な

こ
と
は

、

「
破

戒
』

生

成

の
二
契

機
を
統

一
的

に
と
ら

え

瓜

生

清

る

こ
と

に

ほ
と

ん
ど
す

べ
て
の
批

評
家

が
失
敗

し

て

い
る
事

実

で
あ

る
。
作

者

の
態
度

の
真

率

に
し

て
清
新

な

こ
と

と
そ

の
題
材

が
あ

ま

り

に
特

殊
的

で

一
般

に
通

用
し

に
く

い
と

い
う

の
が

「
破

戒
」

の
プ

ラ

ス

マ
イ

ナ

ス
を

鵬

わ
け
す

る
主

要
点

で
あ

っ
た
。

天
漢

、
天
弦

、
孤
島

、
玲
羊

子
、

鶉
浜

生
、

夢
蝶
閑

人

、
国

男
、
秋

江
、
あ
う

た
う

、

晶
子

、
楠
緒

子

ら

は
す

べ
て

口
を

そ

ろ
え

て
、
主

人
公

の
苦
悶

が
誇

張
さ

れ

た
特

殊

な
人

種
的
偏

見

に
根

ざ
し

た
も

の

ゆ
え
共

感
し

に
く

い
、

と
難

じ
た

の

で
あ

る

。

と
規

定

さ
掩

畑
。
事
実

「
破

戒
」

評

の
多

く

は
、

正
宗
白
鳥

の

〈
只

吾
人

は
主
人

公

に
封
す

る
外

部

の
堅

迫

の
甚

だ
弱
き

を
畳

え
、

少
し
歯

痒
し

。
〉

と

い
う

例
外

的
な

言
及

を
除
き

、

丑
松

の
出
自
を

部
落

民

に
求

め
た
悲
劇

の
形
象

を

、
素
材

論
的

な
面

で

一
様

に
論
難

し

て

い
る
。

こ
の
よ
う

な

「
破

戒
」

評

の
大
勢

は
、

「
破
戒

』
出

版

と
同
時

に
、
未

曾
有

の
活
況

を
呈

し
た

文
壇

の
反
響

と
共

に
、

「
破
戒

』
刊

行
後

に
発

表

さ
れ

た
藤

村

の
小

文

・
談
話

の
類

に
ま

で
隠

微
な

影
響

を
及
ぼ
し
て

い
る
。
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「
山
国

の
新

平

民
」

(
「
新

片

町
よ

り
」
所

収

)

に
も

そ

の
間

の
事
情

が
窺

え

る
。

こ

の
感

想

文
は
今

ま

で

の

「
破
戒

』
論

に
も
引

用
さ

れ
、
重

要

な
資
料

と

な

つ
て

い
た

が
、

こ
の
小
文

は

、

「
破

戒
』

評

の
過
半

を
占

あ

て

い
た
作
中

の
部

落

民

に
対

す

る
差
別

と

迫
害

の
苛

酷
さ

が
不
自

然

な

誇
張

を
も

つ
て
描

か
れ

た
と
す

る

論
難

へ
の
、
藤
村

の
側

か

ら

の
反

論

の

意
味

を
持

つ
も

の
で
あ

る
。

こ
こ
で
、

い
か
に
信

州

が
山
國

だ

か
ら

と
言

つ
て
も
、
貴

様

の
言

ふ
や
う

な

こ

と

は
あ

る
ま

い
。
あ

ま

り
誇
大

に
過
ぎ

る
と

い
ふ
人
も
あ

る
。

私
も

東
京

に
居

る
頃

は
彼

様

な

こ
と

は
あ

る

ま

い
と
思

つ
て
居
た
の
だ
が
、

信
州

に
行

つ
て
住

ん

で
見

て
解

つ
た
。

と
述

べ

て
、
実

際

の
見
聞

を
中

心

に
し

た
記
述

の
体

裁
を

と
り

、
信

州

の

部
落

民

の
置

か
れ

て

い
る
現
状

を

あ
り

の
ま

ま

に
報

告
す

る

こ
と

で

『
破

戒

」

評

に
答

え

て

い
る
。

続
け

て

今

だ
に
士

族

は
士
族

、
町

人

は
町
人

、

百
姓

は
百
姓

と

、
階
級
差

別

の
思

想

の
脱
け

な

い
山

國

の
人

が

、
同
格

に
新

平
民

を
見

る
と

い
ふ

時

機

は
遠

い
將

來

の

こ
と
だ

ら
う

と
思
ふ

。

と
述

べ
て
、
最

後

に
繰

り
返
す

よ
う

に

〈
彼
様

い
ふ
風

の
事

は
な

か
ら
う

と
云

ふ
考

を
有

つ
た
人
も

あ

ら
う

が
、
實

際
あ

り
得

る
事

を
書

い
た
積
り

な

の
で
あ

る
。
〉
と
反

論
し

て

い
る
所

か
ら

、
こ

の
感

想
を

『
破

戒
」
と
関

連

付

け

て
考
え

る
場

合

、
自
著

に
対

す

る
論

評
を

ど

の
よ
う

に
受
け

と

め

て

い
た

か
に

つ
い
て
考

え

て
お
く

必
要

が
あ

ろ
う

。

こ
の
小
文

「
山

國

の

新

平

民
」

は
、

初
出

時

の
表

題

で
は
「

「
破
戒

」

の
著
者

が
見

た
る

山
國

の
新
平

民

」
」
(
『
文

庫
」

明
治

39

う
6

)
で
あ

つ
た

こ
と
も

、
「
破

戒
』
評

が
、

題
材

の
特

殊
性

又

は
部
落

民
迫

害
を

不
自

然
な

誇
張

と
退

け

た
こ
と

へ
の
、
実

際

の
見
聞

を

踏
ま
え

た

反
論

で
あ

っ
た
証

拠

に
な

る
だ
ろ
う

。

こ
れ

は
、

「
破
戒

」
出

版
後

、
空
前

絶
後

と
も

称
し

て
過

言

で
な

い

『
破

戒
」

評

へ
の
応
接

に
暇

の
な
か

っ
た
時
期

の
藤

村

の
発
言

で
あ

つ
て
、
同

時

代

の
批

評

が
作

品

の
主
題

・
モ
チ
ー

フ

の
検

討
を

試

み
な

が
ら
も

、

か

な
り
作

品

の
真

の
テ
ー

マ
が

ら
逸

脱
し

た
、
素

材
論

的
な
方

面

の
否

定
的

取
沙
汰

で
あ

っ
た

こ
と

へ
の
藤

村

の
反
証

で
あ

っ
た
と
考

え
ら

れ
る

。

『

破

戒
」

論

評

へ
の
不
満

は

、
後
年

「
眼

醒
め

た
も

の

の
悲

し

み
」

に
も
継

続

し

て
語

ら
れ

て

い
る
。

こ
の
よ
う

に
藤

村

の
反
論

が
、

丑
松

の
出
自

を
部

落
民

に
設
定

し

た
動

機

を
披

渥
し

て

い
る

こ
と

は
重
視

さ
れ

る
現
象

で

、

『
破
戒

』

刊
行
後

の

前

述

の
小
文

は

、

一
面

「
破
戒

』

評

へ
の
反
論

で
あ

っ
た
性

格
上

、
作

品

の
主

題
を
遺

憾
な

く
示
唆

す

る
資
料

と
も

見
倣

し
難

い
側

面
を
併

わ

せ
持

っ
て

い
る

と
考
え

ら

れ
る
。

一
方

、

以
後

の

「
破

戒
」

に
関

し
た
回

想
文

を
調

べ
る

と
、
後

年

の
回

想

に
な
る

ほ
ど
、

様

々
な
角
度

か
ら

の
自

由
な

発
言

が

み
ら
れ

る

こ
と

は

注

意
す

べ
き

で
あ

ろ
う

。

上
述

し

た

「
破

戒
」

評

の
大

半

を
占

め
る
非
難

は
、
私
見

に

よ
れ

ば
、

同
時
代

の
評
家

か
ら

は
、
部
落

民

に
対
す

る
差
別

問

題
を
含

め

て
、

丑
松

の
自
意

識
上

の
苦

悶

に
焦

点

を
合

わ
せ
す

ぎ

た
た
め

、
藤
村

の
意

図

が
正

確

に
把

握

さ
れ
な

か

っ
た

た
め

の
事

態

で
あ
る

と
考

え
る
。
藤

村

は

、

こ

う

し

た
題
材

を
作

品
化

し
よ
う

と

企
て

た
時

、

局
部
的

現
象

を

越
え

た
普

遍
的
問

題

と
し

て
主

題

を
把

ん

で

い
た
と

考
え

る

べ
き
だ
ろ
う

。

「
破

戒
」

は
、
確

実

に
藤
村

の
充

分
な

配
慮

と
成
算

の
も

と

に
着
手

さ

れ

〈
私

は
人
間

の
解

放

と

い
ふ

こ
と
に
、

そ

の
訴

へ
に
自
分

の
観
察

、
自

分

の
精

力

の
及

ぷ
限
り

を
あ

の
作

に
集
中
さ
せ
様
と
努
め
た
。
〉

(

「
融
和

問

題

と
文

藝
」

「
融
和
時

報
』

昭
和

3

・
1

)
は
ず

で
あ

る
。
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こ
の
書
は
二
年
間
の
文
学
的
労
作
よ
り
得
た
る
新
し
き
収
穫
な
り
●

書
中
写
す
と
こ
ろ
は
種
々
な
る
生
活
状
態
に
触
れ
て
光
景
多
様
な
り

と
錐
も
要
す
る
に
膨
勃
た
る
新
興
の
精
神
を
以
て
全
篇
を
貫
き
た
り
・

新
裁
ま
さ
に
成
ら
ん
と
す
請
ふ
清
読
を
賜
へ

(
「新
小
説
」
明
治
39
.

3
)

あ

の
作

の
主

人
公

が
、

ど
う

し

て
父

の
固

い
戒

を
破

る
様

に

な

つ
て

行

っ
た
か
、

と

い
ふ

こ
と

が
私

の
書

か
う

と
し
た
主

な

る
意

圖

で
あ

つ

た
。

だ

か
ら
、
作

の
背

景

と
し

て

は

い
ろ
く

の
人
物

や

、

い
ろ

く

の
出
來
事

も
篇

し

て
あ

る

が
、
作

者

と
し

て
の
私

が
讃

ん

で
貰

ひ
た

い
と
思

ふ

の
は
、

そ

の
父

と
子

の
關

係

な

の
で
あ

る
。

た

だ
私

は
あ

の
作

に
確
實

性
を

與

へ
た

い
と
思

ふ
が
た
め

に
あ

の
主

人
公
を

種

々
の
位
置

に
立

た

せ
、
或

は
山

國

の
屠
牛
場

へ
も
連

れ

て
行
き

、

或

は
秋

の
収

穫

の
爲

に
激

し
く
働

く

土
地

の
人
達

の
中

へ
も
連

れ

て

ゆ
く

と

い
ふ
風

に
描

い
た

の

で
あ

る

か
ら

、
或

は
地
方
色

の
描
窮

が

勝

過
ぎ

る
様

な
感

じ

が
紗
く

な

か
ら
う

と
思

ふ
の
で
あ

る

が
、
私

の

本

意

と
す

る
庭

は
、

そ
れ

に
よ

つ
て
主

人

公

の
意
義

が
深

め
ら

れ
て

ゆ
く

と

い
ふ
貼

に
あ

つ
た

の

で
あ

る
。

前

文

は
藤
村

自
筆

と

推
定

さ
れ

る
広

告
文

。
瀬

沼
茂
樹

氏

の
指
摘

に

よ
る
。

後

文

は
前

掲

の

「
融

和
問

題
と

文
藝

」

の

一
節

。
遙

か
後
年

の
回
想
資

料

で

は
あ

る

が
、

「
融

和
問

題

と
文
藝

」

の

一
節

か

ら

見
る

か
ぎ

り
、

『
破

戒

』

の
基

本
的

テ
ー

マ
が

〈
あ

の
作

の
主

人
公

が

、
ど
う

し

て
父

の
固

い

戒

を
破

る

様

に
な

っ
て
行

つ
た
か

、
と

い
ふ
こ
と

が
私

の
書

か
う

と

し

た

主
な

る
意
圖

で
あ

つ
た
。
〉
こ
と
と

、
前
掲

の

「
破
戒

』
広

告
文

の

〈
書

中

写
す

と

こ
ろ

は
種

々
な

る
生
活

状
態

に
触

れ

て
光
景

多
様

〉
な
作

品

の
性

格

が

〈
そ

れ

に
よ

つ
て
主
人

公

の
意

義

が
深

め
ら

れ

て
ゆ
く

と

い
ふ
黙

に
あ

つ
た

の

で
あ

る
。
〉
と

の
結
論

へ
導

か

れ
て

い
る
点

に
注

目

せ
ざ

る
を

得

な

い
。

と
す

れ
ば

、
そ
も

そ
も

作
中

の

〈
種

々
な

る
生
活

状
態

〉

の
形

象

が
、
部
落

出
身

の
丑
松

の
苦
悩

を
小

説

の
基
軸

に
据

え

た

こ
と
と

ど

の

よ

う

に
絡

み
合

っ
て

い
た
か

に

つ
い
て
検
討

す

る

こ
と
な
く

し

て
、

正
確

な

『破

戒

』
像

の
解

明

は
で
き

な

い
だ
ろ
う

。

以

上

の
観
点

か
ら

同
時
代

評

を

一
瞥

す

る
と

、
早

く
平

野
謙
氏

が
注

目

さ

れ
て

い
た
前

述

の
小
島
烏

水

の

『破

戒

』
評

が
大

き
く

ク

ロ
ー
ズ

ア

ッ

プ

さ

れ

て
く

る
。
以

下
そ

の

一
節
を
引

用

し

て
お
く
。

『
破

戒
』

か

ら
猪
子
蓮

太
郎

や

、
瀬

川
丑

松
や

、
お

志
保
を

假

に
除

い
た
と

し
て
も

、
未

だ

こ
れ

で
空

盧

に

は
な
ら

な
い
、
依
然

と

し
て

無

爲
軍

純
な

る
山

村
生
活

と

、
菖

習
と
新

思
想

と

の
衝
突

と
不

公
平

な

る
人
間

階
級

の
軋

櫟

と
は

、
大

立
物

の
な

い
舞

憂
で
も

、
端
役

で

活
動

し

て

ゐ
る
。

取

り
分

け
感

心
し

た

の
は
、
村

民
生

活
、
状

態

の
活
篇

で
あ
る

。
坊

主

の
説
教

か
ら
、
物

債

か
ら

、
居
酒

屋
、
牧

場

の
番

小
屋

、

田
舎

の

お
寺

、

農
人

の
耕

転

に
至

る

ま
で

こ
れ

が
本
書

全
饅

の
地

を
作

つ
て

ゐ
る
。

こ

の
烏

水

の
理
解

は

、

『
破

戒
』

の
中

の

く
種

々
な

る
生

活
状
態
〉

の
形

象

の
意

味

に

つ

い
て
、
極

て
鋭

い
把
握

を

示
し

て

い
る
点

で
、

同
時

代
評

を

擢

ん
で

た
出
色

の
位

置
を
占

め

る
も

の
で
あ

る
。

そ
し

て

こ

の
烏

水

の

評

は
、

田
山

花
袋

が
明

治

37
年

1
月

小
諸

の
藤

村
を

訪
問

し

た
折

の

こ
と

を

綴

っ
た
紀

行
文

「
雪

の
信
濃

」

(
「
太
陽

』

明
治

37

・
12

)
を
引

き
な

が
ら

、
信
州

の
山

間

の
生
活
相

へ
注
目

し
て

い
た
藤

村

の
動
向

を
逸

早
く

察

し

た
指
摘

で
も

あ

っ
た
。

こ
の
花
袋

の
紀
行

は

、
紀
行

文
集

『
草

枕
』

一45一



(
明
治

38

・
7

)

に
収

録

さ
れ

て
刊
行

を

み
、
後

に
、
藤

村

の
短
篇

集

『

緑

葉
集
」

(
明
治

40

・
1

)

の
巻

末

に

「
山
上

の
お
も

い
で

(
「
雪

の
信

濃
』

よ

り

)
」

と
し

て
付

さ
れ

た
も

の
で

、

「
緑

葉
集

」

の
刊
行

に
よ

っ

て
広
く

流
布

す

る
以
前

に
、

「
破

戒
」

と
関

連
付

け

て

こ
の
紀
行

文
を

と

ら

え

た
点

で
注
目

に
値

す

る
。

因

に
、
花
袋

の

「
雪

の
信
濃

」

の
記
述

に

よ

れ

ば
、

友

は
其

例

と
し

て
さ

ま
ぐ

な
事

を

語
り

ぬ
。

こ

の
町
よ

り
西
北

、

淺
間
群

山

の
裡

、
珍

ら
し

き
特
色

を
有

し

た
る
物

語

少
な

か
ら
ず

。

こ
と

に
、

山
番

の
生

活

は
最
も

深
く

興
を

惹
き

て
、
早

晩

一
作
品

た

る

の
時

あ

る

べ
し
と

い
ひ
ぬ
。

と
あ

り
、
藤

村

が
〈
山

番

〉
の
生

活

に
深

い
興
趣

を
寄

せ
て

い
た

こ
と
と

、

そ

の
生
活

に

ヒ

ン
ト

を
得

た
小

説

の
構
想

が
具

体
化

し

つ
つ
あ

っ
た
よ
う

に
読

み

と
れ

る
。

又

「
千

曲
川

の
ス

ケ
ッ
チ
』

に
、

こ
の

〈
山

番
〉

の
生

活

が
リ

ア

ル
に
活
写

さ

れ
て

い
た

こ
と
も

こ
う

し

た
推
測

の
余

地
を
可

能

に
さ

せ

る

の
だ
が

、
と
も

か
く

<
炭
嶢

、
山
番

、
そ

れ

か
ら
斯

の
牛

飼

の

生
活

〉

(
「
破

戒
』

第

7
章

5
)

の
中

で
も

、
牧
場

の

〈
荒
く

れ

た
山
住

の
光

景
〉

(同

上

)

が
、

「
破

戒
』

の
意

図

の

一
翼

を
担
う

〈
種

々
な
る

生
活

状
態

〉
の

一
設
定

で
あ

っ
た

こ
と

は
疑

え
な

い
。

上

述

の
鳥
水

評

を
踏

ま
え

れ
ば

、

「
破

戒
』

の
舞

台

が
平
凡

な
山

間

の

人
間

生
活

の
場

に
仰

が
れ

た

こ
と
に

つ
い
て
、

〈
こ
の
作

の
前

半

が
示
す

よ
う

な

田
園

文
学

的
要
素

が
滲

み
込

ん
で
来

て
作
者

の
意

図
を

曖
昧

に
し

て
行

っ
た
〉

と
す

る
見
解

に
も
疑

問

の
余
地

が
あ

り
、
作

中

の
部
落

民
問

題

も
、

信
州

の
山

間

に
生
き

る
人

間

の
生

の
実
相

へ
向

け
ら

れ
た
主

体
的

な
考
察

に

お

い
て
、

〈
種

々
な

る
生
活

状
態

〉

の
探
求

に
沿

っ
て

、
素
材

的

に
モ
チ

ー

フ
の
必
然

性

が
託

さ
れ

て

い
た
と
考

え
る

べ
き

で
あ

ろ
う
。

⇒

〈
信

州
第

一
の
佛
教

の
地

、
古
代

を
眼

前

に
見

る
や
う

な
小

都
會
〉

(

第

1
章

1

)
で
あ

る
飯

山

の
小
学
校

へ
赴

任
し

て
き

た
時

、
丑

松

の
中

で

は
す

で
に
青
春

の
観

念

か
ら

現
実

へ
の
移

行

が
心

理
形
態

と
し

て
完

了
し

て

い
た
。
小

学
校

に
奉

職
す

る

一
青

年

と
し

て

の
確

た

る
教
師

生
活

が
現

実

の
事

態

に
直

面

さ

せ
る
。

丑
松

に
は

、
今

で
も
寄
宿

舎
時

代

の

〈
同
窓

の
記
憶

は

い
つ
ま

で
も
若

く

青

々
と
し

て
居

る
〉

(
第

3
章

1
)

が
、

こ

の
世

の
中

に
出
さ

れ

る
前

の
空

想

と
夢

の
多
感

な
青

春
を

過
し

た
師
範

校

時

代

、
現
実

の
大

き
な

力

に
身

を
晒

す

こ
と

を
猶
予

さ

れ
て

い
た
侍

期

は

終
り
を

告
げ

て

い
た
。

同
宿

の
大

日
向

が

〈
残
酷

な
待
遇

と
恥

辱

と
を
う

け

て
、
獣

つ
て
昇

が

れ
て
行

く
〉

(
第

1
章

3

)
の
を
見

た
時

、
丑

松

は

〈
大

日
向

の
運
命

は
臆

て
す

べ
て

の
積
多

の
運
命

で
あ

る
〉

(
同
上

)
傑

然

た

る
再

認
識
を

迫

ら
れ

て

い
る
。
そ

し

て

〈
世

に
出

て
身

を

立

て
る
〉

(
同
上

)

に
は

〈
身

の
素
性

を
隠
す

よ

り
外

に
無

い
〉

(
同
上

)

と
自
覚

す

る

。

一
方

、
部
落

出
身

の

〈
新
し

い
思

想
家

で
も

あ
り

戦
士

で
も
あ

る

猪
子

蓮

太
郎

〉

(
第

1
章

4
)

の
思
想
「

〈
今

の
世

の
下
層

肚
會

の

「
新

し

い

苦
痛
』

〉

(
同
上

)

を
通

じ
て
丑

松

は
目
を

開

か
れ

て
行
く
。

〈
無

理

が

通

れ
ば
道

理

が
引

込

む
と

い
ふ
斯

世

の
中

に
、
誰

が
稜
多

の
子

の
放

逐
を

不
當

だ

と
言

ふ
も

の
が
あ

ら
う
。
〉

(同

上

)

こ
の
よ
う

な
差
別

と

迫
害

と

に

さ
ら
さ

れ

る
部

落

民

の
悲

惨

な
実
状

を
黙

認
す

る
現

実

に
対

し

て
、
蓮

太
郎

の
憤

激

の
情

が
、
丑
松

へ
の
感
化

と
し

て

〈
自
分
等

ば

か
り
其

様

に

幌
蔑

さ
れ

る
道

理

が
無

い
、
と

い
ふ
烈

し

い
意
氣

込
を

持

つ
や
う

に
な

つ

た
。

〉

(
同
上

)
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「
破

戒
」

の
幕

が
切

つ
て
落

さ
れ

る

の
が
、

晩
秋

の
収
穫

時
、

一
年

の

労
苦

の
全

て
を

癒
し

て
く

れ

る
実
り

の
時
節

の
生
産

と
活
気

の
中

で
始

ま

り

、
小
説

内

の
時
間

が
丑

松

の
悲
痛

な
告

白

に
よ

っ
て
厳

し

い
冬

の
季

節

の
訪

れ
と

同
時

に
終

り
を

告
げ

る

の
は
、
極

め

て
意
味

深

い
設
定
で
あ

る
。

郊
外

は
収

穫

の
爲

に
忙

し

い
時
節

で
あ

つ
た
。

農

夫

の
群

は

い
つ

れ

も

小
屋

を
出

て

、
午
後

の
勢

働

に
從

事

し

て
居

た
。

田

の
面

の
稲

は

最

早
悉
皆

刈

り
乾

し

て
、
す

で

に
変

さ

へ
蒔
付

け

た
と

こ
ろ

も
あ

つ

た

。

一
年

の
骨

折

の
報

酬
を
収

め

る

の
は
今

で
あ

る
。
雪

の
來

な

い

内

に
早
く

。
斯
う

し

て

千
曲
川

の
下

流

に
添

ふ

一
面

の
平

野

は
、

宛

然
、
戦

場

の
光
景

で
あ

つ
た
。

(
第

4
章

1

)

こ
の
秋

の
田
野

で
繰

り
広

げ
ら

れ
る

収
穫

の
場

に
丑

松
を

立
ち

会

わ

せ
た

こ
と

に
は

、
現
実

的

な
生
計

の
場

へ
の
解
放

的

な
視

点

が
窺

え

、

そ
れ

が

漸

次

〈
重
く

深
く
閉

塞

つ

た
雪
雲

〉

(
第

12
章

3
)

の
苛

酷
な

冬

の
世

界

に
収
敏

し

て
行

く
過

程

は
、
丑

松

の
心

理

の
方

向

が
現

実

か
ら
内

な

る
心

理

へ
と
閉

塞

し

て
行

く
行

路

を
浮

彫
り

に
す

る
も

の
で
あ

る
。

上

述

の
よ
う

な
作

品

の
構
造

に
関

す

る
視

点
を

明
記

し

て
お

き

、
先
ず

は
、

風
間

敬
之
進

一
家

の
叙

述

が

、

「
破

戒
」

の
中

で

い
か
な

る
形
象

の

意

味
を

与

え
ら

れ
て

い
る

か

に
注
目

し

て

み
た

い
。

丑
松

と
敬

之
進

と

の
関
係

に

つ
い
て

は
、
野

間
宏

氏

の
指

摘

が
あ

る
。

丑

松

が

こ
の
風
間

敬
之

進

に
親

し

み
を
感

じ

る

の
は
、

彼

が

た
だ

お

志
保

の
父

で
あ

る
と

い
う

理
由

か
ら

だ
け

で

は
な

く
、

同

じ
時
代

の

犠
牲
者

と
し

て

の
近

親

感

が

ひ
と
り

で

に
二

人
を

つ
ら

ぬ

く

か
ら
な

の

で
あ
る

。

即

ち
、
早

く

は
第

2
章

3

で
、

敬
之

進

が
退

職
後

の
恩

給

給
付

を
願

い

出

る
件

に
、

〈
時

世

の
爲

に
置

去

に
さ

れ

た
、
老

朽

な
小
學

教

員

〉

(
第

2
章

3

)
敬

之
進

が
、

給
付
資

格

に
半
年

満

た
な

い
こ
と

に
固
執

す

る
郡

視
学

に
よ

っ
て
そ

の
哀
訴

を
無

下

に

一
蹴

さ
れ

る

の
を
聞

い
て
、

〈
首

を

垂

れ
乍

ら
少

許
標

へ
て
居

る
敬

之
進

を
見

る

と
、
丑

松

は
哀

憐

の
心
を

起

さ
ず

に
居
ら

れ
な

か

つ
た
。
〉

(
同
上

)

の
で
あ

る
。

又
、

丑
松

が
蓮
華

寺

へ
転

宿
す

る

途
中

で
敬

之
進

と
出
会

い
、
敬
之

進

が
蓮
華

寺

の
山
門

ま

で

同
道

し

て

〈
何

故
我

輩

が
門
前

迄
逞

つ
て
行
く

の
か
、
其

は
君

に

は
解

る

ま

い
〉

(
第

2
章

6
)

と
告

げ
る
箇

所
も

、
家

庭

の
零
落

と
経
済

上

の
逼

迫

か
ら
今

は
蓮
華
寺

の
養

女

と
な

っ
て

い
る
敬

之
進

の
娘

お
志
保

が

、
丑

松

の
意
中

で
思
慕

の
対
象

と
な
る

以
前

に
、

丑
松

の
憐

み

の
情

が
直

接
敬

之
進

の
逆
境

へ
深

く
注

が
れ

て

い
る
証

左

に
な
る
。

こ
の
よ
う

に
作
者

は
周
到

に
丑

松
と
敬

之
進

の
親

交

の
様

の
叙
述

を
進

め

な

が
ら
、

前
掲
第

4
章

1

の
収

穫

の
シ
ー

ン
に
丑
松
を

登
場

さ

せ
る
。

〈
穣

多

と
し

て

の
悲
し

い
自

畳

〉

(
第

1
章

4

)
を
新

に
し

つ
つ
あ

っ
た

丑

松

が

〈
何

虜

へ
行
く

と

い
ふ
目

的
も
無

し

に
歩

い
た
〉

(第

4
章

1

)

結
果

、

こ

の
格
別

目
的

の
な

い
外

出

が
、
丑

松
を

敬
之
進

一
家

が
田
野

で

収
穫

作

業

に
勤

ん
で

い
る
場

面

へ
連

れ
出
し

て

い
る

の
は
頗

る
意

図
的

で

あ

る
。

丑
松

と
敬

之
進

一
家

の
関

係

は
、
後

半
第

17
章

3

で
敬
之
進

の
家

の
年

貢

の
場

面

に
丑
松

を

立
ち
会

わ

せ
る
件

で

の
叙
述

で
も

重

い
意

味

を

担

っ
て

お
り

、
丑

松

と
敬

之
進

一
家

が
接
近

す

る
形
象

の
意

味
を

深
く

問

わ

ね
ば

な
ら

ぬ

こ
と
を

暗

示
す

る
。

そ
れ

と

は
知

ら
ず

〈
丑

松

は
斯

の
勢

働

の
光
景

を
眺

め

て
居
〉

(
第

4

章

1
)

た

が
、

圏

ら
ず

丑
松

は
敬

之

進

の
家

族

を
見

た

の
で
あ

る
。
彼

の
可

憐
な

小

年

も

、
お

志
保

も

、
細

君

の
眞

實

の
子

で
は

無

い
と

い
ふ

こ
と

が
解

っ
た
。

夫

の
食
を

養

ふ
と

い
ふ
心

か
ら
、
斯

う
し

て
細

君

が
勢

苦

し

一47一



て
居

る

と

い
ふ

こ
と
も
解

っ
た
。
五

人

の
子

の
重
荷

と
、
不

幸

な
夫

の
境

遇

と
は

、
細

君

の
心
を
怒

り
易

く
感

じ
易

く
さ

せ
た

と

い
ふ

こ

と
も

解

つ
た
。

斯
う

解

つ
て
見

る

と
、
猶

々
丑

松

は
敬
之
進

を

憐
む

と

い

ふ
心

を
起

し

た

の
で
あ

る
。

(
第

4
章

2

)

こ
の
丑
松

の
目
撃

に

つ

い
て

〈圖

ち
ず
〉

の
語

を
補

足

せ
ね
ば

な

ら
な

か

っ
た
の

は
、
丑

松

が
敬

之
進

に
寄

せ
る
同

情
を

下
敷

き

に
し
な

が
ら

、

こ

の
出
会

い
を
意

外
な

驚
き

を
も

っ
て
と

ら
え

よ
う
と

す

る
意

図

が
あ

り
、

又
、

敬
之

進

一
家

の
目
撃

が
、
プ

ロ
ッ
ト

の
進

行

か
ら

み
て
も
偶

発
的

で

穏

当

を
欠

く

こ
と

へ
の
糊

塗

の
措
辞

と
も

と

れ
る
。

そ
れ

だ
け

こ

の
両
者

を

一
体
化

さ

せ
よ
う

と
す

る
作

意

が
あ

ら
わ

に
感
取

さ
れ

る
。

そ
し

て

こ

の
収

穫

の
様

を

目

に
し

た
丑
松

に
は
、
次

の
よ
う

な

自
覚

が
導

か
れ

る
。

今

は
す

こ
し
勇

氣

を
同
復

し

た
。

明

に
見

、
明

に
考

へ
る

こ
と

が
出

來

る
や
う

に
成

つ
た
。

へ
第

4
章

2
)

自

分

だ

つ
て
吐
曾

の

一
員

だ
。

自
分

だ

つ
て
他

と
同

じ
や
う

に
生
き

て
居

る
権

利

が
あ

る

の
だ
。

(
第

4
章

3
)

こ
う

し

た
自
覚

を

齎
し

た

の
は
、
清

涼
な

秋

の
田
園

が
丑
松

に
与

え

た
慰

籍

の
反
映

で

は
な

い
。
丑

松

は
過
剰

な
心

理

の
不

安

と
煩
悶

の
あ

ま

り
、

追

い
出

さ
れ

る
よ
う

に
し

て

〈
圖

ら
ず
〉

も
収

穫
時

の

田
野
を

目

に
し
た

。

そ

れ
は
自

然

の
中

で
労
苦

す

る
人

々
の
明
ら

か
な
目
撃

で
あ

っ
た
。

そ

の

労
苦

す

る
人

々
が
敬

之
進

一
家

で
あ

る
と

解

っ
た
時

、
丑

松

は
深

い
憐

み

の
情

と

と
も

に

く
勇

氣

を
同
復

し

た
〉

の

で
あ

る
。

こ
こ
に

は
、
丑

松

が

貧
苦

す

る
人

々

へ
寄

せ

る
共
感

を
軸

に
、
丑
松

の
目

と
心

を
自
然

の
中

で

の
労

働

の
渦
中

へ
解

放

さ

せ
る
視
点

が
あ

る

こ
と

と
、
零
落

に
突

き

お
と

さ

れ
て
行

く
敬

之
進

一
家

の
惨

状

と
丑
松

の
中

の
自

覚

と
を
交
差

さ

せ
、

深

い
通

路
を
も

っ
て
と

ら
え
よ

う

と
す

る
意
図

が
あ

ろ
う
。

敬

之
進

一
家

の
収
穫
場

面

に
続

い
て
、
次
節

4

で
敬

之
進

と
丑
松

を
邊

遁

さ

せ
る

の
は
、

偶
然

の
連
続

で
あ

っ
て
不
自

然

で
あ

り
、
作

者

の
狙

い

は
あ

ざ
や

か
に
露

呈
し

て

い
る
。

丑
松

と
敬

之
進

の
親
交

は

、

〈
お
互

ひ

に
長
く

顔

は
見
合

せ

て
居

て
も

、
斯

う
し

て
親

し
く

す

る

の
は
昨
今

〉
(

第

2
章

6

)
で
あ

る
。

そ
う

し

た
間

柄

で
あ

り
な

が
ら
丑

松

に
向

っ
て

く

實

は
、

君

だ
か
ら
斯

様

な

こ
と
迄
も

御
話

す

る
ん

だ
が
〉

(第

4
章

5

)

で
始
ま

る
敬

之
進

御
決

ま
り

の

口
上
は

、

こ
の
綿

々
と
尽

き
な

い
述
懐

に

よ

っ
て
、
内

輪

の
家

庭

の
様

や
、
第

16
章

7

で
は

、
お
志

保

に
関
す

る
蓮

華

寺

の
住
職

の
性

行
ま

で
打

ち
あ

け
る

こ
と

に
よ

っ
て
読
者

の
抱
く
唐

突

な
印

象

を
緩

和
さ

せ

る
補

愼

の
語

と
考

え
ら

れ
、
敬

之
進

の
述

懐

は
両
者

の
接

近

を
目

ざ
す
接

点

の
作

用
を
持

つ
。

こ
の
愚
痴

を

こ
ぼ

さ
ざ

る
を
得

な

い
素

朴

で
小
心

な
老
教

育
者

の

〈
落
娩

の
垂

像
其

儀

の
様

子

〉

(
第

4

章

5

)
を
前

に
し

て
、

丑
松

は
自

己

の
出

自
を

自
覚

す

れ
ば
す

る

ほ
ど
、

零

落

と
惨
苦

へ
の
恐
怖

を
呼

び
戻

し
、

敬
之
進

の
述

懐

の
重

み
は
丑

松

の

心

に
根

付
く

。

三)(

 

『
破
戒

』

に
登
場

す

る
諸
人

物

の
相
互

の
連

鎖

に

つ

い
て
は
、
十

川
信

介

氏

の
犀
利

な
指
摘

が
あ

る
。

作
中

で
丑

松

が

い
だ
く

か
げ

り
は
も

っ
と
も
深

い
が
、
そ

れ

は
、
彼

を
中

心

と
し

て
放
射

状

に
位
置

す

る
各
人

物

た
ち

の
陰
影

が

、
彼

の

心
中

で
次

々
に
重

ね
あ

わ
さ

れ
て
行

く

か
ら

に
ほ

か
な
ら

な

い
。
逆

に
言
え

ば
、

登
場
人

物

は
、

ほ
と

ん
ど
す

べ
て

の
場

合
、

丑
松

と

の

み
関
係

を
結

び
、
外

か
ら
圧

力
を

加
え

、
あ

る

い
は
内

面

か
ら
彼

を

ゆ

さ

ぶ
り

、
彼

を
破

戒

に
追

い
込

ん
で
行

く

の
で
あ

る
。
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こ
の
指
摘

に
よ
り

、
作
中

の

〈
種

々
な

る
生

活
状

態
〉

が

い
か
な

る
機
能

を

は
た
す

形
象

で
あ

る
か

は
、

ほ
ぼ
歴

然

と
し

て

い
る

。

蓮

華
寺

の
住

職

の
破
戒

行
為

に

つ

い
て

は
、

〈
丑
松

の
破
戒

と
対

照
的

な
姿

を
持

つ
こ

の
破

戒

は
、
前

者
を

明

ら

か
に
照

ら
し
出

し

、

「
社
会
」

の
し

く

み
を
裏

側

か
ら
暴

露
す

る

た
め

に
心
要

で
あ

っ
た
。
〉
の
で
あ

る
。

こ

の
指

摘

の
妥

当
性

は
、

〈
昔

風

の
宗

教
と

信
仰

と

の
土
地
〉

(第

15
章

3
)

で
あ

る
飯

山

の
人

々

の
間

に
、
強

固
な

地
盤
を

持

つ
寺
院

に
対
す

る

作

者

の
見
方

か

ら
も
推

察

さ

れ
る
。

住
職

の
説

教

の
場

で
披
渥

さ
れ

た
作

者

の
宗

教
観

の

一
端

は
、

有
瞳

に
言

へ
ば

、
住

職

の
説
教

は
も
う
菖

い
、
菖

い
遣

方

で
、

明
治

生

れ

の
人
間

の
耳

に
は
寧

そ
異
様

に
響

く

の
で
あ

る
。

型

に
入

つ
た

假

白

の
や
う

な
言

廻
し
、

秩
序

の
無

い
断

片
的

な
思
想

、
金

色

に
光

り
輝
く
佛
壇
の
背
景
ー

丁
度
そ
れ
は
時
代
な
劇
で
も
観
て
居
る
か

の
や
う

な
感

想
を
與

へ
る
。

(第

15
章

4

)

に
如

実

に
窺

え
る

。

こ

の
よ
う

な
形
骸

化

し
た
宗

教

の
実
体

を
背

景

に
し

て
、

〈
蓮

華
寺

の
内

部

の
光

景
〉

(第

17
章

5
)

が
、

そ

の
学

識
履

歴

か

ら
し

て
畏

敬

さ
れ

て

い
る
住

職

が

〈
袈

裟
を
着

て
教

を

説
く
身

分

〉

(
第

16
章

7

)
で
人

々
に
人
間

と

生
れ

た
宿

世

の
あ
り

が

た
さ

を
諭
し
な
が
ら
、

養

女

お
志

保

に
不
義

を
仕

掛

け
る

こ
と

で
真
相

を

明
ら

か

に
す

る

。

こ
の

住

職

の
僧
侶

に
あ

る
ま

じ
き
行

為

は
、

社
会

の
構
成

単
位

で
あ
る

〈
種

々

な
る
生

活

状
態

〉

の
内
幕

を
別

挟

し

て
み

せ
、
皮
相

な

社
会
関

係

の
構
造

そ

の
も

の
を
相
対

化

す

る
意

図

の
具
体

化

と
考
え

ら
れ

る
。

因

み
に
、
第

17
章

7

で
住
職

の
妻

君

に
、

成
程
-

今
日
飯
山
あ
た
り
の
御
寺
様
で
、
女
狂
ひ
を
爲
な
い
や
う

な

も

の
は
有

や

し
ま

せ

ん
。

で
す

け
れ

ど
、
茶

屋
女

を
相

手

に
爲

る

と

か
、
妾
狂

ひ
を

爲

る
と

か
言

へ
ば

、
ま

た
そ

こ

に
も
有

る
。

と
嘆

か

せ
て

い
る
件

は
、
腐

敗

と
堕
落

に
満

ち

た
寺
院

社
会

の
裏

面
を

示

し
、

そ
う

し

た
精

舎

の
暗

黒
面

の
延
長

上

に

こ
の
住
職

の
不
義

は
提

出

さ

れ

て

い
る

。
上
述

の
妻

君

の
述
懐

は
、

醜
行

の
発

生
自

体

が
蓋

然

性
を
持

つ
寺
院

の
汚

濁
し

き

っ
た
姿

を

つ
き

つ
け
、
住

職

の
破
戒

行
為

に
よ

っ
て

寺

院
を

第

一
と
す

る
社

会

に
お

い
て
形
成

さ

れ

て
き
た
価

値
体

系
を

切

り

下

げ
相

対
化

し

て

い
る
。

一
方

、

丑
松

の
奉
職
す

る

小
学
校

を
中

心

に
教
育

界

の
暗
面

は
、

〈
教

育

者

の
亀

鑑

〉

(第

2
章

2

)
と
し

て
表

彰

さ
れ

た
校
長

の
〈
教
育

事

業
〉

(
同
上

)

が
、

教

育

は
則

ち
規

則

で
あ

る

の
だ
。
郡

覗
學

の
命

令

は
上

官

の
命
令

で

あ

る

の
だ
。

も

と
く

軍
隊
風

に
児
童

を
薫

陶

し
た

い
と
言

ふ
の
が

斯

人

の
主

義

で
、

日

々
の
畢

動

も
生
活

も

凡
て
其

か
ら

割
出

し

て
あ

つ
た
。

(
第

2
章

1
)

と

い
う
規

則
第

一
主
義

の
ア
ナ

ク

ロ
ニ
ズ

ム
な
在

り
方

へ
、

椰
楡

と
批

判

が
込

め

ら
れ

て

い
る

こ
と

か
ら
も

自

明
で
あ

る
。

冒
頭

近
く
第

2
章
6
に
、

功
労

者

と
し

て
表
彰

さ
れ

た
校
長

の
祝

賀
会

が
催

さ
れ

、

〈
盛

な
歓
樂

の

聲
〉

を
蓮
華

寺

へ
転
宿

す

る
途
中

の
丑

松
と

敬
之

進

の
耳
に
留

め

さ
せ

〈

二
人

の
心

に

一
層

の
不

愉
快

と
寂

蓼

と
を
添

へ
〉

さ

せ
る
。

こ

の
祝

賀
会

の
場

面

の
描
写

が
、
老

朽

な
教
育

者

の
末
路

を
象
徴

す

る
敬
之

進

と
形
式

主
義

一
辺
倒

で

〈
地
方

に

入

つ
て
教
育

に
從
事

す

る
も

の

・
第

一
の
要
件

は
ー

外

で
も

な

い
、
斯
校

長

の
や
う

な
凡
俗

な

心
づ

か
ひ
〉

(
第

2
章

1

)
に
よ

っ
て

、
教
育

の
実

権
を

拡
大

私
物
化

し

て
行
く
情

実

に
よ

っ
て

結

び

つ
い
た
人
間

群

と

の

コ
ン
ト

ラ

ス
ト

を
狙

っ
た
も

の
で
あ

る

こ
と
も

自

明

で
あ

る
。
自

嘲
と

自
棄

に
老
骨

を
嘆

く
酔

漢
敬

之
進

と
前
途

へ
の
不
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安

を
強

く
抱

き
始

め

た
丑

松

が
目
撃

さ

せ
ら

れ
た
三

浦
屋

で

の
祝
賀

の
意

味

は
重

い
。

そ

し

て
、
校

長

が
町
会

議
員

と
結

託
し

て
丑

松
追
放

の
密

議

を

進

め

て

い
る
件

で
、
普

通
教

育

の
場

の
最
高

責
任

者

の
姿

勢

が
、

丑
松

の
進

退

に

つ
い
て

〈
學

問

の
上

に

は
階
級

の
差

別
も

御
座

ま
す

ま

い
。
そ

こ
が

そ
れ

、
迷

信

の
深

い
土
地

柄

で
。
左

様

い
ふ
美

し

い
思
想

を
持

つ
た

人

は
鮮

少

い
も

の

で
す

か
ら
〉

(第

21
章

5

)
と
裁

定
す

る
頑

迷

固
随
な

町

会
議

員

の

レ
ベ

ル
と
吻

合
し

て

い
た

こ
と

を
書

き
入

れ
た
時

、
皮

相

な

生

活

の
外

形
を
剥

ぎ

取

っ
て
、
事
物

の
核

心

に
肉
迫

し

て

み
せ
よ
う

と
す

る
作
家

の
姿

勢

は
、

描
写

を
越

え

て
世

の
中

の
実
体

認

識

が
裸

形

の
ま

ま

提

出

に
近

づ

い
て

い
る
点

で
最

も

鋭
く
窺

え

る
。

言
う

ま

で
も

な
く

、
全

て

こ
う

し

た
事
例

は
、

〈
今

日

の
教

育

界

は
心
あ

る
青

年

の
踏

み
留

ま

る

べ
き

と

こ
ろ

で
は
無

い
〉

(第

11
章

13

)
と

い
う
結

論

を
引

き
出

す
た

め

の
も

の

で
あ

っ
た
。

以
上

、

一
貫

し

た

〈
種

々
な
る

生
活

状
態

〉

の
内
実

提
起

が
、

〈
酷

烈

し

い
、
犯

し
難

い
肚

會

の
威
力

〉

(
第

15
章

1

)

の
指

示

と
な

っ
て
、

丑

松

の
苦

悩

を
引

き
出

す

根
源
的

な

力

の
所

在

が
奈

辺

に
あ

る
か
を

明
ら

か

に
し

、
丑

松

の
自
意

識

の
過
剰

な

跳
梁

に
よ

る
観

念
劇

に
堕
す

の
を
内

部

か
ら
補

完
す

る

役
割

を
持

っ
て

い
た
。

社
会

の
実

体

を
内

部

か
ら

告
発

す

る
方
向

と

、
部
落

民

へ
の
差

別

と
迫

害

を

許
容

し

て

い
る
社

会

の
実
状

を

把
握
す

る

こ
と

の
相
互

の
関

連

に

つ

い
て
、
作
者

の
認
識

の
程

は
判
然

と

し
な

い
面

が
あ

る
が

、
と
も

か
く

も

、

丑
松

の
身

に
迫

る
差

別

と
迫
害

が
、
上

述

の
寺

院
生
活

、
教

育
界

等

の
所

謂

〈
恐
し

い
世

の
中

〉

(
第

12
章

2

)

の
実

体

暴
露

に
よ

っ
て

、
相
互

に

脈
絡

を
も

つ
も

の
と
し

て
把

握

さ
れ

て

い
る

こ
と

か
ら
、

単

に

〈

「
告
白
」

に
重

点

が
あ

る

の
で
あ

っ
て
、

「
部
落

民
」

は
そ
れ

を
重

か
ら

し
め

る
た

め

の
方

法

と
し

て
使

わ

れ

て

い
る

。
〉

と
断
定

で
き
な

い
部
落

民

の
差

別

の

現

状

に
題
材

を
得

に
積

極
的
意

図

が
あ

っ
た

の
で
あ

る
。

画

丑

松

の
心
理

の
推
移

に
目

を
向

け

る
と
、

〈
機
多

と

し
て

の
悲

し

い
自

毘
〉

(
第

3
章

6
)

〈
稜
多

と
し

て

の
切
な

い
自
畳

〉

(
第

2
章

6
)
等

こ
れ

に
類

し

た
表

現

は
、
零

落

や
出
目

の
露

顕

へ
の
恐
怖

の
想

念

に
か

ら

ま

っ
て
散
見

す

る
が

、

こ
の
悲
痛

な
自
覚

が
、
続

い
て
楽

し

か

っ
た
幼
少

年
時
代

、

〈
師
範

校

で
勉
強

し

た
時
代

〉

(
第

4
章

2

)

へ
の
否
応

の
な

い
心
情

的

傾
斜
を

見

せ

て
行

く
。

世

の
中

の
現
実

に
直

面
し

な

い
、
そ

の

仕
組

み
と

力

に
無

頓
着

な
自

由

な
世
界

へ
の
切
な

い
懐

旧
と

な

っ
て

い
る

の

は
見

逃

せ
な

い
。

丑
松

は
世

の
中

の
実
体

を
知

る

こ
と

か
ら
く

る
恐
怖

に
よ

っ
て
、

か

つ
て
の
社
会

外

の
世

界

〈
未

だ
世

の
中

を
其

程
深

く
思

ひ

知

ら
な

か
つ

た
頃

〉

(
第

5
章

1
)

へ
盲
目

的

に
自
己

を
埋

没
さ

せ
よ
う

と
す

る
。

こ
う

し

た
丑

松

の
心
情

の

一
餉

と

し

て
あ

る

、
第

9
章

1

の
幼

な
じ

み

の
お
妻

と

の
遊

遁

は
、
従
来

論
者

が

一
様

に
、

好
情
詩

「
初

恋
」

で

周
知

の
藤

村

の
自
伝

的
側

面
を

語
る

も

の
と
し

て
重
視

し

て

い
る
箇
所

だ

が
、

こ
の
好
情

的
な

甘
美

な
場

面

は
、

〈
樂

し

い
追
懐

の
情

〉

(
第

9
章

1
)

の
中

で
蘇

る
往

時

の
体
験

が
、

今
や

過
去

の
も

の
と

し
て
記

憶

の
中

に
封

じ

込

め
ら
れ

て
し
ま

っ
た
痛

切
な
認

識
を

呼

び
起

こ
す

た

め

の
挿

話

で
し

か

な

い
。

作

者

は
す

で

に
伏

線

と
し

て
、
愚

痴

と
自
嘲

ま
じ

り

に
過
去

の
思

い
出

を

あ

ざ
や

か
に
描

い
て
み

せ
る
敬
之

進

の
述
懐

が
、

お
妻

と

の
挿

話

に
見

ら

れ

る
丑
松

の
心

理

の
構
造

と
同
質

の
も

の
で
あ

る

こ
と

を
提

出
し

て

い

一50一



た

。

我
輩
の
家
の
樂
な
時
代
ー

中
略
ー

一
生
の
う
ち
で

一
番
樂
し
か

っ
た
時

代
を

思
出

さ
ず

に

は
居
ら

れ
な

い
。

一
盃
や

る

と
、
き

っ
と

其
時
代
の
こ
と
を
思
出
す
の
が
我
輩
の
癖
で
ー

だ
つ
て
君
、
年
を

取

れ

ば
、
思

出
す

よ
り
外

に
歓
樂

か
無

い
の
だ
も

の
。

(第

4
章

5

)

こ

こ
で
は
、

敬
之

進

に
と

っ
て
過

去

へ
の
追
想

が

、
丑
松

の
心
情

と
全

く

相

似

形
で
生

き

て

い
る
。

敬

之
進

が
現
在

の
零

落

困
窮

に

〈
馬

車
馬

の
末

路
〉

(第

4
章

4

)
を
自

覚
す

る

だ
け
、

過
去

へ
の
退
嬰
的

な
追
懐

が
あ

ざ

や

か
な

一
瞬
を

形
づ

く
る

こ
と

に
な

る
。
現

在

の

〈
落

魂

の
生
涯
〉

(

第

5
章

1
)

は
、
意

識
を

全

て
過
去

の
追

憶

の
中

に
の
み
向

け

、
そ

こ

に

封

じ
込

め
よ
う

と
す

る

か
、
酒

の
酔

を
借

り

て
現
実

の
惨
苦

を
逃

避
す

る

し

か
な

い
。

か

つ
て

の
無

邪
気

な

お
妻

と

の
初

恋

が
、
時

の
経

過
に
よ

っ
て
記
憶

の

中

に
し

か
意

味
を
も

た
な

く
な

っ
た

こ
と

へ
の
痛

き
認

識

の
描
写

は
、

取

り
も

直

さ
ず

〈
丑
松

の
身

に
取

つ

て
は

一
生

の
愛

遷
〉

(
第

7
章

1
)

、

〈
自
他

の
饗

遷
〉

(第

9
章

1

)
を

強
く
意

識

さ
せ
る

た

め
の
意

図
的

手

法

な

の
で
あ

る
。
そ

し

て

く
僅

か

に
九
歳

の
昔
、

ま

だ
夢

の
や
う

な
お

伽

話

の
時

代
〉

(第

9
章

1

)

の
あ

ど
け

な

い
世
界

が
、

〈
空

想
を
誘

ふ
や

う

な

飴
屋

の
笛

〉

(同

上

)

の
音

で

始
ま

る

の
は
、
苦
悩

か

ら

の
丑
松

の

心
理

の
退

行
現
象

で
あ

る

こ
と
を

示
し

、

そ
こ

か
ち
導

か
れ

る

の
は
、

自

我

の
安

息

で
は

な
く

、
現
在

の
自

己

の
境
遇

へ
反

響
し

て
嵯

嘆

に
移

行
す

る

た
め

の
、
今

と
な

っ
て

は
余

り
に
稚

純
す

ぎ

る
過
去

の
物
語

で
し
か
な

い
。

こ

の
お
妻

に
関
す

る
挿

話

は
、
作
者

の
伝
記
的

事
実

と

の
合
致

を
抜

き
に
作
中
で
の
形
象
の
意
味
を
探
れ
ば
、

〈斯
う
い
ふ
追
懐
の
情
は
1

中

略
1

終

に
は
、

あ

の
蓮

華
寺

の
お
志

保

の
こ
と
ま

で
も

思

ひ
や

つ
た
。
〉

(第

9
章

1
)

と
あ
る

通
り

、

お
志
保

へ
寄

せ
る

丑
松

の
意

識

の
明
確

化

の
契
機

と
し

て
あ

っ
た

の

で
あ
る
。

社

会

の
機
構

の
中

で
自

我

の
充

足
と
拡
大

を

志
向

す

る

〈
師
と
も

頼
み

恩

人
と
も

思

ふ
〉

(
第

14
章

4
)
蓮

太
郎

と
、

社
会

内

の
体
制

に
密

着

し

て
自

己

の
生
を

確
保

せ
よ

と
命
ず

る

〈
父

の
精

赫

〉

(第

7
章

6

)
と

の

両
極

に

丑
松

は
引

き

裂

か
れ

る
。

蓮

太
郎

か
ら

受
け

る
新

し

い
感
化

と

父

の
固

い
戒

と

の
挾

撃
。

こ
の

二

つ
の
フ

ァ
ク
タ

ー
が

丑
松

を
苦
悩

に
導

く
。

丑
松

の
簿

屈
し

た
自
我

を

現
実
的

に
開

放

し
充

足
す

る

は
ず

の
蓮
太
郎

と

の
出
会

い
は
、

新
し

い
自
我

の
覚
醒
を

も

た
ら
す

と

共

に
、
親

し
く

蓮
太

郎

に
親

表

し
な

が
ら

、
自

己

の
出

自
を

秘
し

て

い
る

こ
と
を

〈
ど
う

し

て

も

言

は
な

い
の
は
虚
儒

〉

(
第

9
章

4
)

で
あ

る
と
す

る

自
責

に
よ

っ
て
、

自

己

の
良

心

に
照
し

て
自

分

の
素

性
を

隠
蔽

し

て

い
る

こ
と

へ
の

〈
鋭

い

良
心

の
詰
責

〉

(
第

16
章

4
)

か
ら
く

る
自

己
欺

臓

へ
の
糾

弾

へ
i

〈

身
を

衛
る
除

儀
な

さ

の
辮
解

〉

(
同
上

)
と

良
心

と

の
葛
藤

へ
、

換
言

す

れ
ば

、
自

己

の
心

理
上

の
正
邪

の
煩
悶

に
収

束
し

自
閉

し

て
行

く

の
は
注

意

す

べ
き

で
あ

る
。
す

で

に
蒲
生

芳
郎

氏

の
指
摘

が
あ

る
よ

う

に
、

丑
松

に
は
、
我

れ

は
穣
多

な

り

の
書

き

出
し

で
始

ま
る

『
徴

悔
録
』

の
感
銘

の

み
が
大

き

く
な
り

、
蓮

太
郎

が

く
心

血
と
精

力

と
を

注

ぎ
蓋

し

た
と

い
ふ

『
現
代

の
思

潮

ζ
下
層

肚
倉
鰻
曽

(
第

16
章
3

)
等

の
他

の
著
述

の
思

想

と
そ

の
具

体
化

で
あ

っ
た
対

社
会
的

な
実

践

が
、

丑
松

の
意

識

か
ら
漸

次

顧

み
ら

れ
な

く
な

る
。

〈
戦
士

〉

で
あ

る
蓮

太
郎

か
ら

の
感

化

は
、
丑

松

を

即
座

に
自

立

へ
更
生

さ

せ
ず

、

そ

の
懊
悩

が
蓮

太
郎

の
壮
烈

で
悲
惨

な

横

死

で
終
着

を

み
る

こ
と

に
も
、
蓮

太
郎

受
容

の
方

向

を
示

唆
す

る
。

と

こ
ろ

で
、
蓮

太
郎

と

父
が
丑
松

に
も

た

ら
し

た
自
我

の
分

裂
感

は

、
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前

述

の
お
妻

と

の
邊

遁

が
丑
松

に
与
え

た
心

理

の
反
響

に
お

い
て
殆

ん
ど

同

一
で
あ

る
。

そ
れ

は
稜
多

で
あ

る

こ
と
を
自

覚
す

る

た
め

の
悲

痛

な
絶

望
感

と

お
志

保

へ
の
思

慕

に
託
さ

れ
る

〈
愛

と

い
ふ
樂
し

い
思
想

〉

(第

9
章

1

)

へ
の
分
裂
で

あ

る
。

こ
の
よ
う

に
丑
松

の
苦
し

み

は
、
現
世
的

な

〈
愛

と
名

〉

(
第

19
章

3
)

へ
の
喝

望
と

、
そ

れ
が

現
実

に
は
絶

た
れ

ず

に
は
お

か
な

い
出
自

の
自

覚
か

ら
く

る
煩
悶

で
あ

る

こ
と
は

明
記
し

て

お
き

た

い
。

丑
松
は
ー
「
中
略
-

年
貢
の
準
備
に
多
忙
し
い
人
々
の
光
景
を
眺

め
入
つ
て
居
た
。
い
つ
ぞ
や
郊
外
で
細
君
や
音
作
夫
婦
が
秋
の
収
穫

に
從
事

し

た

こ
と

は
、
ま

だ

丑
松

の
眼

に
あ

り
　

残

つ
て
居
る
。

斯

の
庭

に
盛
上

げ

た
籾

の
小
山

は
、

實

に

一
年

の
勢

働

の
報

酬
な

の

で
、
今

そ

の
大

部
分

を
割

い
て
高

い
地
代

を

抑

は
う

と
す

る

の
で
あ

っ
た
。

(
第

17
章

3
)

こ
れ

は
、
第

4
章

1
で

み
た
敬

之
進

一
家

の
秋

の
収
穫

が
、

初
冬

の

く
高

い
地
代
〉

に
置

換

さ
れ

た
印
象

深

い

一
節

で
あ
る

。

こ
の
場

面
に

つ
い
て

注
17

し

は
、
越

智
治

雄
氏

の
鋭

い
分

析

が
あ

る
。
前

述

の
敬
之

進

一
家

の
収
穫

の

場

面
が

、

〈
一
年

の
勢

働

の
報

酬
〉

で
あ

る
生
産

と
活

気

に
溢

れ

て
、
自

然

へ
の
解
放
を

内

に
秘

め
て

い
た

こ
と

に

つ
い
て
は
す

で

に
述

べ
た
。

こ

の
年
貢

の
場

面
で

は
、
晩
秋

の
田
園

の
牧

歌
が
、

丑
松

の
目
前

で
演

じ

ら

れ
る
苛

酷
な

小
作

人
敬
之

進

一
家

の
境

涯

へ
の
目
撃

に
転
じ

て

い
る
。
そ

し

て
収
穫

の
意

味
を

も
、

地
主

と
小
作

人

と

の
冷

酷

な
社
会
経

済
関

係

か

ら

生
れ

る

〈
斯

の
屋

根

の
下

の
貧
苦

と
零
落

〉

(
第
17
章

2

)

へ
の
必
然

の
帰
結

と
し

て
描

い
て

い
る

こ
と

に

つ

い
て

は
、

丑
松

が
第

4
章

の
収
穫

と

こ
の
年

貢

の
場

に
、

そ
れ
ぞ

れ
立

ち
会
う

こ
と
か

ら
見

て
重
視
す

べ
き

で
あ

ろ
う

。

そ
し

て
、
年

貢
を

納

め
る

妻
君

の
投

げ
遣

り
な

自
棄

の
姿

を

書

き

と
め

た
時

、
極

貧

そ

の
も

の

へ
転
落

し

て
行

き

〈我

輩

の
家

庭
な

ぞ

は
離
散
す

る

よ
り
外

に
最
早

方
法

が
無

く
な

つ
て

了

つ
た
〉

(
第

16
章

6

)

惨

め
な

敬
之

進

一
家

に
向
け

る
視
点

が

、
作
者

の
中

で
揺
ぐ

こ
と
な
く

保

持

さ
れ

た
事

を
語

る
。

だ

が
秋

の
牧
歌

が
初

冬

の
年

貢
に
転

じ

た
時

、

丑

松

に

は
、
そ

の
重

い
零
落

の
実

体
を

前

に
し

て
、

か

つ
て

の
自
然

へ
の
解

放

感

は
消

失
し

て
了

っ
て

い
る
。

そ

こ
に

は
重
苦

し

い
零
落

の
酸
鼻

だ
け

が
残

っ
て

い
る
。

斯

の
光
景

を
眺

め

て
居

た
丑
松

は
、

可
憐

な

小
作

人

の
境

涯
を

思

ひ
や
っ
て
、
1
ー
中
略
ー

な
か
く

細
君
の
瘡
腕
で
斯
の
家
族
が

養

ひ
き
れ

る
も

の
で

は
無

い
と

い
ふ
こ
と
を

感
じ

た
。

お
志

保

が
苦

し

い
か
ら
鰯

り

た

い
と
言

つ
た

と

こ
ろ

で
、

「
第

一
、

八

人

の
親

子

が
奈
何

し

て
食

へ
よ
う

』

と
敬
之

進
も

酒

の
上

で
泣

い
た
。

憶

、
實

に
左

様
だ
。

奈
何

し

て
斯

様
な

と

こ
ろ

へ
蹄

つ
て

來
ら
れ

よ
う
。

丑
松

は
想
像

し

て
標

へ
た

の
で
あ

る
。

(第

17
章

4

)

極

貧

に
あ

え
ぐ

敬
之

進

一
家

の
惨

状
を

、

こ

の
年

貢

の
場
面

で

つ
ぶ
さ

に

見

た
丑
松

は
、

お
志

保

が
養

夫

で
あ

る
蓮
華
寺

の
住

職

の
醜

悪

な
振
舞

の

た
め

、
義

理
と
恩

義

の
あ

る
養
家

を
出

て
実

家

へ
帰

り

た

い
と

敬
之

進

に

愁

訴

し

た

こ
と

を
考

え
合

せ
て
標
然

と
し

た

の
で
あ

る
。

こ
こ
で

は
、

丑

松

が
身

に
迫

る

圧
迫

で

〈
喪

心

し
た

人
〉

(
第

13

章

3

)

の
よ

う

に
な

っ

た
絶

望
的

な
心

理
と

敬
之
進

一
家

の
生

活

は
、

そ

の
暗
さ

に
お

い
て
等
価

な

の
で
あ

る
。

お
そ

ら
く
作

者

は
、

こ

の
年

貢

の

シ
ー

ン
を
書

き

と
め

た

時

、

生
活

の
中

で

の
自

我
充

足

の
可
能

性

が
、
極

め

て
困
難

な

世

の
中

の

実
体

を
測

っ
て

い
た

の

で
あ

ろ
う

。

こ

の
よ
う

な
救

い
よ
う

の
な

い
暗

さ
は

、
す
ぐ

さ

ま
次
章

の
叙
述

に
受
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け
継

が
れ

る
。

毎
年

降
る
大

雪

が
到
頭

や
つ

て
來

た
。

町

々
の
人
家

も
往

來
も

す

べ

て
白

く
埋

没
れ

て
了

つ
た
。

昨
夜

一
晩

の
う

ち

に
四
尺

絵
も
降

積

る

と

い
ふ
勢

で
、
急

に

飯
山

は
北

國
の
冬

ら
し

い
光
景

と
饗

つ
た
の

で

あ
る
。

(第

18
章

1

)

季

節

の
推
移

は
、

丑
松

の
心

理

の
暗
澹

さ

に
比
例
し

て
、

適
確

に
漸
層

法

的

に

暗
欝
な

冬
景
色

に
閉
ざ

さ
れ

る
。

こ
こ

へ
突

然
蓮

太
郎

の
死

が
訪

れ
る
。

こ
の
先
輩

の
悲
惨

な
最

後
を

前

に
し

て
丑
松

は
自

己
省
察

を

試
み

る
。
そ

し

て
蓮
太
郎

の

〈
男

ら
し

い
生

涯
〉

(第

20
章

4

)
を

反
劉

し

な

が
ら
、

自

己

の
姿

を

〈
隠
蔽

さ
う

　

と
し

て
、
持

つ
て
生
れ

た
自
然

の
性
質

を

鎖
磨

し

て
居

〉

(
同
上

)

た

く

盧
僑

の
生
涯
〉

(同

上

)
と
気

付
く
。

こ

こ
で

〈
男

ら
し

く
杜
會

に
告
白
〉

(
同
上

)
す

る

こ
と
を
蓮

太
郎

の
死

が
教

え

た
の

で
あ

る
。

し

か
し
、
蓮

太
郎

の

く壮

ん
な
思
想
〉

(
同

上

)
の
内
実

を
保

証

し

て

い
た
対
社

会
的

な
実

践

の
主
体
性

は
、
丑

松

が
こ

の
自
己
更

生

の
決
意

を

把

ん
だ
時

、
変

質
し

て
丑

松
自
身

の
心

理

上

の
自
己
欺

隔

へ
の
糾

弾

に
転

換
し

て

い
る

こ
と
と

、

〈
種

々
な
る

生
活

状
態
〉

の
中

で
も

、
生

活

の
次

元

に
お

い
て
最
も

生
彩

あ

る
把
握

を
提

示

し

て
き

た
敬
之
進

一
家

の
零

落

の
積
極

的

形
象

が
放
棄

さ

れ
、

丑
松

の
苦
悩

に
素

朴

な
同
情

と

共
感
を

寄

せ

る
お
志

保
と

の
間

に
自
我

の
通

路

が
開

け

て
行
く

こ
と

に
よ

っ
て

、
丑

松

の
煩
悶

が
頗

る
心

理
的
な

軌

跡
を
描

い
て

い
る
点

で

一
致

し

て

い
る
。

即
ち

、
蓮

太
郎

と
父

か
ら

の
挾
撃

に

、
新

た

に
お
志
保

へ
の

〈
愛

と

い
ふ

樂
し

い
思
想

〉

が
丑
松

の
心

に
宿

っ
た
時

、

こ
の
三
極
構

造

の
中

で
、

蓮

太
郎

か
ら

の
新
し

い
人

間
観

の
自

覚

は
、

丑
松

の
告

白
に
よ

る
社

会
内

で

の
自
我

の
苦

し

い
順
応

へ
結

ば
れ

た
。

言

い
か

え
れ

ば
、

こ

の
自

覚

が
対

社
会

へ
の
告
白

に
よ

る
自

己
救

済

の
願

い
に
変

貌
し

て
行

く
時

、
前

に
詳

述

し

た
敬
之

進

一
家

の
零
落

の
意

味

の
継
承

に

お

い
て
積
極

性

を
失

い
、

閉
塞

し

た
過
剰

な

観
念

か
ら

の
自

己
救
出

に
比
重

が
移

っ
た
結
果

、
作

品

の
構
造

の
屈

折
を

必
然

と
す

る

こ
と

に
な
る

。
敷

術
す

れ

ば
、

敬
之
進

一

家

の
貧

苦

と
零
落

は
、

お
志

保

へ
寄

せ
る
丑

松

の
恋
情

を
起

点

に
し

て

、

急

速

に
生
活

の
次
元

で
内

に
秘

め
て

い
た
解

放

の
視
点

を
喪

失

し

た
。

終

章

近
く

<
貧

苦

の
爲

に
離
散

し

た
敬
之
進

の
家

族

の
光

景
〉

(第

22
章

1

)

は
、
そ

れ

に
至

る
ま

で
、
退

職
間

際

の
あ

わ

れ
な
老

朽

教

師
敬

之
進

の
登

場

か
ら

、
次

第

に
零
落

へ
突

き
落

さ

れ
て
行

く
惨

苦

の
過

程

で
、

〈
種

々

な
る
生

活
状

態
〉

の
挿

話

の
中

で
も
持

続
し

て
語

り

つ
が

れ
た

が
、
そ

の

零

落

の
意

味

の
終

幕

で
あ
る

。

瀬

川

君

の
も

苦
し

い
境

遇

だ
が
、

貴
方

の
も

苦
し

い
境

遇

だ
。
畢

寛

貴

方

が
其

程
苦
し

い
目

に
御

逢

ひ
な
す

つ
た
か
ら

、
そ

れ

で
瀬
川

君

の

爲

に
も

実

い
て
下

さ

る
と

い
ふ
も

の
で
せ
う

。

(
第

22
章

3
)

こ

の
よ

う

に
同
僚

の
銀

之
助
を

し

て
語

ら
し

め

た
、
お

志
保

か

ら
差
し

伸

べ
ら
れ

た
共

感

に
よ

っ
て
、

丑
松

の
苦
悩

と

深
く
交

差

し

て

い
た
敬
之

進

一
家

の
零
落

の
意

味

が
完

成

し
た
。

こ
う

し

た
丑
松

と
お

志
保

の
同
化

は

、
終
章

近

く

に
至

っ
て
、

お
志

保

の
風

貌
が
急

激

に
変

容

を
遂
げ

て
行

く
唐

突

さ
と
な

っ
て
あ

ら
わ

れ
、

そ

の
変

貌
が
プ

ロ
ッ
ト

の
破

綻
を

呼

ん
だ
。

す

で

に
お
志
保

の
急

速

な
変

貌

が
り
ア

リ
テ

ィ

の
欠
如

を
来
し

て

い
た

こ
と

に

つ

い
て

は
、

同
時
代

評

の

柱
18

中

、
楠
緒

子

が
的
確

に
指

摘
し

て

い
た
。

そ
し

て
、

敬
之
進

一
家

の
零

落

の
意

味

の
積

極
的

継
承

が

断
念

さ
れ

、

む
し
ろ

そ
れ

は
、
無

慈
悲

で
残

酷

な
世

の
中

の
実
体

の
重

さ

を
改

め
て

測

定
す

る
提

示

と
な

っ
て

い
る
。

零
落

の
意

味

の
継
承

が
変

化

し
た

こ
と

に
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よ

り
、
作

品

の
構
造

は
欝

屈
し

た
自
我

の
更

生
を

、
告

白

に
よ
る
社
会

内

へ
の
苦

し

い
自
我

の
順

応

に
求

め
ら
れ

て
行
く

こ
と
に
な

る
。

「
破
戒

」

は
、
後

半

に
著
し

い
告

白

に
よ
る
自

己
更

生

の

モ
チ

ー

フ
に

よ

り
、
蓮

太
郎

・
敬

之
進

一
家

の
継

承

に
枠
が

は
め
ら

れ

て
く
る

こ
と

に

つ
い
て
は
前

に
見

て
き

た
通
り

で
あ

る
。

蓮
太
郎

の
思

想

と
実
践

を
前

に

し

て
、

丑
松

の
心

理
は

、
先

輩

蓮
太
郎

に
対
し

て
自

己

の
出

自
を

隠
蔽
し

て

い
る

こ
と

の
正

邪

の
観

念

に
よ

る
煩
悶

で
あ

る
。
蓮

太
郎

の
悲
惨

な
死

も

、

丑
松

の
苦

悩

の
リ

ア
リ
テ

ィ
測
定

の
目
盛

り

で
あ

る

〈
到
底

誤
解

さ

れ
ず

に
濟

む
世

の
中

で

は
無

い
〉

(第

21
章

6

)
そ

の
重

い
実
体

を
担
う

形
象

に
転
じ

て

い
た
。
敬

之
進

一
家

に
見

た
生

活

の
次
元

で

の
自

立

の
可

能

性

は
、
第

17
章

3

の
年

貢

の
場
面

で
あ

ざ
や

か

に
と
ら

え
ら

れ
て

い
た

よ

う

に
、
自

己

の
苦

悩

の
根
元

で
あ

る
社

会

の
実
体

の
重

さ
を

照
射
す

る

形
象

に
変
化

し

て
行
く
。

こ
の
よ
う

な

「破

戒
」

の
性

格

は
、
藤

村

の
社
会
意

識

を
前

近
代
的

な

未
熟

な
も

の
で
あ

る
と

し
、

二
義
的

な
も

の
と
断
ず

る
立

論
を
成

立

さ

せ

得

る
が
、
作

中

の

〈
種

々
な

る
生
活

状
態

〉

の
形
象

か

ら
抽
出

さ
れ

る
作

家

が
現
実

に
向
け

る
目

、
登

場
人

物
を
背

後

か
ら

操
作

し
て

み
せ

る
作

家

に
あ

っ
た
社
会

認
識
ま

で
抹

消

で
き
な

い
。

〈
種

々
な

る
生
活

状
態

〉
を

書

き

込
ん

で
行

く
作
家

に
は
、

明
ら

か

に
社

会

の
実
体

に

つ
い
て
の
把
握

が
あ

っ
た
。
問

題

は
、
漸

次
そ

の
把
握

さ

れ
た
実
体

に
よ

っ
て
、

丑
松

の

苦
悩

の
リ
ア

リ
テ
ィ

が
内

面
的

に
保

証
さ

れ
て

行
く
方

向

で
の
造

型

に
変

化

し
た

こ
と

だ
ろ
う

。

「破

戒
」

を
書

き
ま

し

た
時

は

結

構

も

始
め

か
ら
チ

ヤ

ン
と
き

め

て
置

い
て
、

こ

・
を

斯
う
書

き

、
あ
す

ご
を
斯
う

と
十

分

に
案

が
立

っ
て
居

り
ま
し

た
。

と

い
う

回
想
文

を

信
じ

る
か
ぎ

り
、

構
想

の
屈

折

は
作
家

の
意

識

に
上

ら

な

か

っ
た

の
か
も
し

れ
な

い
。

し

か
し
、

上
述

の
く
種

々
な

る
生
活

状
態
〉

の
形
象
を

考
察

し

た
か
ぎ

り

、
そ
れ

が
、

現
実

で

の
自
我

充

足
が
極

め

て

困
難

な
社

会

の
実
体

に
突

き
あ

た

っ
た
時

、
丑

松

の
苦
悩

の
リ
ア

リ
テ

ィ

を
補

完
す

る
方

向

へ
の
形
象

に
転
じ

た

こ
と

で
、
作

品

の
構
造

に
ヒ
ズ

ミ

を
来

し

て

い
る
と
考

え

る
。

最

後

に
、

「
破
戒

」

に

つ

い
て

の
多
く

の
研

究

か
ら
教

示

を
得

た

が
、

と

り
わ

け
、

越
智

・
十

川
両

氏

の
論

稿

に
示
唆

を
得

て

い
る

。
記

し

て
謝

意

を
表

さ

せ
て
頂

く
。

な
お

テ
キ

ス
ト

は

筑
摩

書

房
版

藤
村

全
集

に
よ

っ

た
。

12345678

(注)

平
野
氏

・島
崎
蒋

」

(新
要

庫

)

平
岡
氏

「
「破
戒
」
私
論
・
へ
.島
崎
藤
村
・

 日
本
文
学
研
究
資
料
叢
書

)
所
収

平
野
氏

「島
崎
藤
村
」
30

.
31
頁

(
「
「破
戒
」
を
讃
む
」
「讃
売
新
聞
」
明
治
39

.
4

.
9
)
全
集
別
巻
66
頁

全
集
6
巻
78

・
83
頁

(
「讃
売
新
聞
」
大
正

・
12

・
4

・
4
)
全
集
9
巻
㎜
頁

全
集
9
巻
鰯
頁

(例
の
豫
告
、
方

々
の
雑
誌
に
出
可
申
候
。

「新
小
説
」
の
分
尤
も
よ
ろ
し
き
や
に
思
は

れ
候
・
〉

こ
の
明
治
39
年
9
月
1
日
付
け
神
津
猛
宛
書
簡
を
根
拠
と
さ
れ
る

「近
代
日
本

文
学
大
系

島
崎
藤
村
集
1
」
の
解
説
参
照

全
集
9
巻
鰍
頁
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全
集
別
巻
87

・
89
頁

全
集
2
巻
硲
頁

和
田
謹
吾
氏

「
「破
戒
」
の
史
的
位
　
。

「自
然
主
義
文
学
」
」
所
収
鵬
頁

岩
波
文
庫
版

「破
戒
」
解
説
鍬
頁

「二
つ
の

「破
戒

」
」
18
頁

「文
学
」
昭
和
47

・
1

前
掲
注
13
十
川
氏
論
文
17
頁

前
掲
注
11
和
田
氏
論
文
　
頁

「
「破
戒
」
に
対
す
る
視
点
の
問
題
」
"
頁

「日
本
文
学
」
昭
和
43

・
4

「破
戒
」

「島
崎
藤
村
必
携
」

所
収
櫛

・
瑚
頁
参
照

(
「
「破
戒
」
を
評
す
」
「早
稲
田
文
学
」
明
治
39

・
5
)
全
集
別
巻
68
頁
参
照

(
「春
」
と

「龍
士
曾
」

「趣
味
」
明
治
40

・
4
)
全
集
6
巻
鵬
頁

受
贈
雑
誌

48
年
7
月
～
12
月

②

人
文
論
究

(関
西
学
院
大
)
22
巻
3
4
、
23
巻
1
/
日
本
文
芸
研
究

(関

西
学
院
大
)
25
巻
2
3
/
国
文
学

(関
西
大
)
48
49
/
甲
南
国
文

(甲
南

女
子
大
)
20
/
研
究
紀
要

(大
阪
城
南
女
子
短
大
)
8
/
芦
屋
ゼ
ミ

(甲

南
高
校
)
1
/
島
大
国
文
2
/
広
島
大
学
文
学
部
紀
要
32
巻
1
/
山
口
大

学
文
学
会
誌
24
/
山
口
女
子
短
期
大
学
研
究
報
告
27
/
香
椎
潟

(福
岡
女

子
大
)
19
/
鹿
児
島
大
学
文
科
報
告
9
号
1
分
冊
/
万
葉
82
/
国
語
学
93

/
国
立
国
語
研
究
所
年
報
24
/
国
立
国
語
研
究
所
報
告
47
～
50
/
訓
点
語

と
訓
点
資
料
52
53
/
日
本
学
術
会
議
月
報
14
巻
6
～
10
/
文
献
ジ
ャ
ー
ナ

ル
12
巻
6
～
11
/
逐
次
刊
行
物
目
録
46
年
版
/
金
沢
文
庫
研
究
19
巻
5
～

8
/
肇
国
謝
～
捌
/
白
路
認
巻
7
～
12
/
王
朝
文
学
史
稿
2
/
軍
記
と
語

り
物
9
/
能

研
究
と
評
論
2
/
御
伽
草
子
研
究
1
/
短
歌
研
究
27
巻
12
、

認
巻
12
/
古
典
と
近
代
文
学
14
/
近
代
文
学
研
究
2
/
近
代
文
学
考
1
/

海
事
史
研
究
20
/
文
学
史
研
究
1
/
善
本
写
真
集

39
40
/
郷
土
文
化
28
巻

2
/
東
予
の
文
学
碑
11
7
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