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十
号
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成
十
四
年
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)

青
山
、
志
賀
家
墓
所

の
空
想
と
夢
想

四

大
正
六
年
七
月
三
十

一
日
の
墓
参
ー

(
一
)

町

田

榮

1

江

口
渙

は

、
大

正
六

(
一
九

一
七
)
年
度

の

『
創
作

壇

に
活
動

せ

る
人

々
』

(大
六

・
=

一
『
新
潮
』)
を

回
顧

的

に
見
渡

し
た

、
そ

の
総
括

で
次

の
よ

う

に

い
う

。

こ
と

は
志

賀
直

哉

の

『
和
解

』

(大
六

・
一
〇

璽

…潮
』
)
評

価

に

つ

い
て

で
あ

る
。

(略
)
そ

し

て
私
は

「和

解
」

の
前

に
涙
ぐ

ん

で
思
は

ず
襟
を

正

さ

"

る
を

得
な

か

つ
た
。
「和

解
」
は
た

し
か

に
近

頃
類
を

見

な

い
位

「
ま

こ
と
」

に
充

ち

た
芸

術

で
あ

る

。
真
実

を

生
き

る
人

に
依

つ
て
の
み

ヘ

へ

生
む
事
の
出
来
る
尊
い
ほ
ん
と
う
の
芸
術
で
あ
る
。
芥
川
君
が

「和

解
」
を
評
し
て

「超
文
学
の
文
学
」
と
云
つ
た
の
は
、
全
く
至
言
で

あ
る
と
思
ふ
。
実
際
私
は
近
頃
こ
の
位
心
の
根
柢
か
ら
揺
り
動
か
さ

れ
た
作
品
を
見
た
事
は
な
い
。
「和
解
」
は
た
し
か
に
大
正
六
年
に
於

け
る
文
壇
最
高
の
傑
作
で
あ
る
。

と

、

こ
と
ば
を

極

め

て
絶

賛
す

る
。

や

や
興
奮

気
味

、

そ
れ
を

抑
え

ら

れ

ぬ

口
調
だ

。

か
ね

て
、
江

口
の

「
『
ま

こ
と
』

の
芸

術
」

の
説

は
、
『
和
解

』

で

き

あ
き

発

表
直

後

の
時

評

『
出

来

秋

圍

志
賀
直
哉
氏
と
谷
崎
精
二
氏
の
作
品
』

(大

六

二

〇

・
=

『
時
事
新
報
』
八
面
)

で
と
な

え

て

い
る
。

注

目

さ
れ

る

の
は

芥
川

龍
之
介

の

『
和

解
』

評
言

、

「超

文
学

の
文

学
」

を
採

録

し
て

い
る

こ
と

で
あ

る
。

い

つ
、

ど

の
よ
う

な
場

面

で
吐

い
た

こ

と
ば

か
わ

か
ら

な

い
。
か
り

に
、
採
録

者

の
文
脈

に
即
し

て
解

せ
ば

、
「
心

の
根

柢

か

ら

揺

り

動

か

さ

れ

た
」

の
ゆ
え

ん
を

「超

文

学

の
文

学
」

と

い

っ
た
も

の

で
あ

る
ら

し

い
。

が
、
容

易

な
ら

ぬ
語
義

は

そ
れ
を

超
え

て

い
よ
う

。
納

ま

ら
ぬ
。

志
賀

文
学

屈
指

の
同
情
者

、
精

通
者

、
傾

倒
者

に

な

っ
て
行
く

作
家

の
、

こ

の

「至

言
」

は
看

過

で
き
な

い
。

片
言

隻
語

、

そ

れ
も

謎
語

と
、

葬

る
こ
と

は

で
き

な

い
。

先
き

立

つ
前
章

が
残

っ
て

い

る
か
ら

だ
。

私
信

三
本

で
は
あ

る

。

い
ず
れ
も

、

横
須
賀

市

汐
入

五
八

○

番

地
尾
鷲

梅

吉
方

に
仮

寓
し

て
、
海

軍

機
関
学

校

へ
英

語

の
教
授

嘱
託

と
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し

て
通
勤

し

て

い
る
こ

ろ
で
あ

る
。

「
和

解
」

を

お
も

し

ろ
く

よ

ん
だ

よ

朝

飯
を

く

ひ

な

が
ら

あ

れ
を

よ

ん

で
ゐ

て
学

校
を

遅
刻

し
た

お
や
ち

が

よ
く
書

け

て
ゐ

る
と
思

つ
た

(大
六

・
一
〇

・
四
付
松
岡
譲
宛
書
簡
)

「
和

解
」

を
読

ん

で
以
来

ど
う

も

小

説
を

書

く

の
が

嫌

に
な

つ
た

(大
六

・
一
〇

・
一
二
付
池
崎
忠
孝
宛
書
簡
)

後

者

に
明
か

す
心

酔

ぶ
り

は
穏

や
か

で
な

い
。
と

は

い

っ
て
も
、

芥
川

は
必

ず

し
も

『
和
解

』

一
辺
倒

で
も

な

い
。

同
年
十

月

三
十

日
付
松

岡
宛

に
、

後
藤

末
雄

の
強

硬
な

反
対

意
見

を
聞

き

、
そ

れ
を
伝

え

て

い
る

こ
と

で
知

れ
よ

う

。

「後

藤

は

『
和
解

』

は
悪

作

で

『
異
端

者

の
悲

し

み
』

の

方

が
遙

か

に

い
い
と

云

つ
て
ゐ
た
」

と
。

バ
ラ

ン
ス
は

回
復

し

て

い
る
。

芸

術

観

か

ら
見

て
も
、

作

風
、
方

法

か

ら
見

て
も

、

『和

解
』

と

芥

川

文
学

と

は
対

蹠
的

で
あ

る
。
客

観

的

に

い
え
ば

、

お
よ

そ

『和

解
』

は
容

れ

ら
れ

ぬ
。
芥

川

に
は

、
と
う

て

い
読

む

に
た
え

ぬ
は
ず

で
あ

っ
た
。
違

和

、
相
異

を
凌

い
で
迫

ρ
て
来
る

、
お

そ
ら

く
不

可
解

な
、

不
可

思
議

な

魅

力

が
あ

っ
た
。

驚
き

も

あ

っ
た
。

が
、

「
超

文
学

の
文
学

」

の
語

は

、

芥

川
個

人

の
枠

を

も
超

越
し

て

い
よ
う

。
普

遍
性

が

こ
も

ろ
う

。

一
般
化

し
た
評

言

で
あ

る
。

い

っ
た

ん
は
自

身

の
創

作
態

度
が

試
め

さ
れ

、
後
藤

の
説

に
も
触

れ

て
、
充

分

に
吟

味

し
た
う

え

の
立

言

で
あ

っ
た
。

初
発

の

感

想

「
お
も

し

ろ
く
よ

ん
だ

よ
」
の
余
裕

と

は

い

い
条

、
含
意

し

た
揶
揄

、

不

審

、
疑
義

な
ど

の
念

も

払

拭

さ
れ

て
し
ま

う
。

『和

解
』

は

読
後

に
次

第

に
評

価
を

高

め
、
と
り

わ

け
谷
崎

潤

一
郎

『
異
端

者

の
悲

し
み
1

亡
き
母

の
霊
に
さ

・
ぐ
』

(大
六

・
七

『申
央
公
論
』)
と

の
対

比
を

通
過

し

て
、
嘆
賞

の
度

を
強

め

る
。
領

略
を
免

れ

る

に
は
、
遠

く

位
置

し

て
自
己

を
保

持
す

る
よ

り
な

い
。

「
超
文

学

の
文
学

」

は
、
芥

川

の
自
他

識

別
、

『
和
解

』
別

格
視

、
例

外
化

の
弁

で
あ

る
。

み
ず

か
ら

傾
倒

を
禁

じ

る
。

も

と
も

と
、

芥
川

は

『
和
解

』
を
前

に
し

て

「涙
」

せ
ず
、

「
襟
を

正
」

す

こ
と
も

な
か

っ
た

読
者

で
あ

る
。
僅

少

な
読

者

の
ひ
と

り

で
あ

っ
た
ら

し

い
。
深

刻

に
な
ら

ず
、

い
た

ず
ら

な
感

傷

に
も

ふ
け
ら

な

い
。
ご

く
手

ぶ

ら

で
、

「朝

飯

を
く

ひ

な

が
ら

」
接

近

し

て
、

し
か

も

精
読

を
余

儀

な

く
す

る
。

海

軍
機
関

学
校

文
官

の

「
遅
刻
」
は

、
始
末

書
も

の
で
あ

ろ
う

。

「
お
や

ち
が

よ
く
書

け

て

ゐ
る
」
と

い
う

特
記

が
、
そ

の
優

れ
た
眼

識

の

所
産

で
あ

る
。
卓
見

で
あ

ろ
う

。
主

人
公

の
方

は

い
う

ま

で
も

な

い
。
「
お

や
ぢ

」
の
方

が
ク

ロ
ー
ズ

ア

ッ
プ

し

て
映

り
、
こ
ち

ら
を

評
価
す

る

。
従

っ

て
、
父
と

子
と

が
歩

調
を

揃
え

て
、

不
和

か

ら
和
解

へ
と

た
ど

り
来

る
筋

道

が
明
視

し
え

た

の
だ
。

.作

品
構

成

は
放
恣

で
、
描
写

、
叙

述
も

不
均

等

な
、
小

説
作

法
な

ど
無

視

し
た

粗
笨

、
蕪
雑

な

『
和
解

』

で
あ

る
。
幾

多

の
瑕

瑾
を

か
か
え

、

そ

れ

を
隠

さ
な

い
。

し
か

し
、

堅
固
無

類

の
構
造

体
を

な

し

て

い
る
。

芥

川

の
慧
眼

の
働

く
と

こ

ろ
、
お

の
ず
か

ら
、
端

倪
す

べ
か
ら
ざ

る

制
作

に
な

っ

て
行
く

よ
う

だ
。

「
超
文

学

の
文
学

」
と

吐
か

し

め
た
理

由

は
何
か

。

『
和

解

』

の
ど

こ

に
そ

れ
を

見

出

し
た

の
か
。

ひ
と

時

、
〈
絶
望

的
羨

望

感

V

に
瀕

し
た

こ
と

は
明

白

だ
。
志

賀

の
こ
と

ば

を
借

り

る

と
、

『
和
解

』

は

「何

の
作
為

も

せ
ず

、
事

実

を

ロ
ハ
そ

の
儘

に
書

い
て
行

つ
て
、

そ
れ

で
芸

術

品

に
な

つ
て

ゐ
る
所

が

い

・
の
で
あ

る
」
(
『唇
が
寒
い
』)
が
あ

る
。
盲

目

的

な
自

信
家

の
妄

言
、

自
負

と
見

ま
が
う

。

も

し
か
す

る
と

、
芥

川

の
評
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し

た
と

こ

ろ
に
通

じ

る

の
で
は
な

い
か

。

「超

文
学

の
文

学
」
、

こ

の
結

語

は
掘

り
起

さ

れ

る
必

要

が
あ

る
。

周

知

の
通
り

、

『
和
解

』
は

公
表

さ
れ

る

や
、
熱

誠

の
こ
も

っ
た

支
持

、

歓
迎

を
受

け

る
。
ほ

と

ん
ど
、

圧
倒

的
な

と

い

っ
て
よ

い
。
評

家
、

読
者

た
ち

は
多

く

「
涙
」

し

た

ら
し

い
。

近
松

秋

江

の

『文

芸

時
事

』
国

(大

六

.
一
〇

.
二
五

『読
売
新
聞
』
七
面
)
な
ど

は

口
汚

い
僻

目

と
し

て
埋
没

し

て
し
ま

う
。
各

紙

誌

の
時
評

は

こ
ぞ

っ
て
讃

辞
を

掲
げ

る
。

父
子

和
解

の

場

面

に
、
不

和
か

ら
和

解

へ
の
結

実

に

「
涙

」

の
共
鳴

を
呼

ん
だ

も

の

で

あ

る
。

後
年

、
正

宗
白
鳥

は

こ

の
場
面

に
皮
肉

、

犀
利

な
毒
矢

を

放

っ
て

「通

俗
小

説

の
泣
か

せ
場
」
、

「涙

攻

め
」
と
断

じ
、

「悪

作
」

(『
志
賀
直
哉
と

葛
西
善
蔵
』
、
昭
三

.
一
〇

『中
央
公
論
』
)
と

酷

評
し

た
。
小

林
秀

雄
も

着

目

し

て
、

「作

者

の
強

力
な
自

然
性

が

人

々
の
涙
腺

を
う

つ
か
ら

だ
」
、

ま
た

「
最

上
芸

術

は
例

外
な

く

自
然

の
叫
び

を

捕

へ
て
ゐ

る
」

(『志
賀
直
哉

(世

の
若
く
新
し
い
入
々
へ
)
』
、
昭
四

・
一
二

『
思
想
』
)
と
、
解

明

に
向

け

て
示
唆

的

だ
。

な

る
ほ
ど

、
な

ぜ

か
父

子
和
解

は

了
承

、
理
会

さ

れ
、
胸

裡

に
浸

透

す

る
。
お

の
ず

か
ら

な

る
説
得

力
が

発
揮

さ
れ

た

か
ら

に
違

い
な

い
。

高

い
浸

透
圧

を
持

っ
て

い
た

か
ら

に
相

違
な

い
。

な
ぜ

か
、

は
解
き

明

か

さ

れ
ね
ば

な

る
ま

い
。

時

評

に
は

、
次

の
よ
う

な
冷

静
な

作

品
評
も

出

て

い
た
。
当

初
か

ら

、

父
子

「不

和

の
原
因
」

の
欠
如

が
指

摘

さ
れ

て

い
る

の
で
あ

る
。
大

正

六

年
十

一
月

号

『
文
章

世
界

』
誌

上
、

A

・
B

・
C

・
D

四
者

に
よ

る
匿
名

合

評

『十

月

の
創

作

志

賀

直
哉

氏

の

『
和

解
』

(黒
潮
)
』

の
A
、

D

の

発

言

で
あ

る
。
抄

出
す

る
。

A
.

(略
)
こ

の
作

の
主

眼

と
な

つ
て
ゐ

る
和

解

を

強

調
す

る
た

め

に
は
、

不
和

に
な

つ
た

動
機
を

も

つ
と
瞭

然

さ
せ

て
置

か
な

く

て
は

な

ら
な

い
。
読

者

は
想
像

す

る
こ
と

は
出

来

る
が

、

一
個

の
作

と

し

て
は
何
う

し

て
も

こ

の
不

備
を

看
過

す

る
こ
と

は
出

来
な

い
。

D
.

(略
)
こ

の
作

で
は
、

不
和

の
原
因

を

明
か

に

し

て
ゐ
な

い
こ
と

は
矢
張

一
つ
の
欠

陥

だ
。
和

解

が
果

し

て
何

う

い
ふ
気

持

ま

で
進

ん

で

ゐ
る

の
か
疑

は
し

い
と

こ
ろ

が
あ

る
。

そ
れ

で
和
解

後
も

主
人

公

は
も
う

こ

れ

で
永

久

に
大
丈

夫
だ

ら
う

か
、

何
う

だ
ら

う

か
と
云

つ

て
し
き

り

に
気

に
し

て
ゐ

る
。
読
者

に
も
幾

ら
か
危

な

気
な
感

じ

を

与

へ
る

け
れ
ど

、

何
し

ろ

日
常

の
生

活
を

有

の
儘

に
書

い
て
ゐ

て
、

こ
れ
だ

け

の
立

派

な
作

品
を

出
す

こ
と

は
容

易

な

こ
と

で
は
な

い
。

一

(略
)

ふ
た
り

の
時

評
家

は
、
作

品

の
欠

陥

に
父
子

「不

和

の
原
因
」

が

語
ら

「

れ

て

い
な

い
こ
と

を
挙

げ

る
。

そ
れ
を

、
主

題

た

る
父
子

和
解

と

の
相
関

に
お

い
て
論

じ

る
。
前

者
を

具
備

し
な

い
限
り

、
父

子
和
解

は
完

全

に
は

描

き
切

れ

て
は

い
な

い
と

い
う

。

作
品

『和

解
』

は
、

ふ
た

つ
が

十
全

に

果

さ
れ

て

い
な

い
と
批

判
す

る
。

し
か

し
、

作
品

享
受

の
大

勢
は

後
者

一

方

に
偏

し
た

。
感
激

的

に
父

子
和
解

の
絶

対

的
安
定

性

、
永
遠

性

が
信

じ

ら

れ

る
。

「
不
和

の
原

因
」

の
み
切

り
離

さ

れ

て
、
極

言
す

れ

ば
、

そ

の

有
無

が
論

議
さ

れ

る
こ
と

に
な

っ
て
行
く

。

お
そ
ら

く

A
、

D
に
と

っ
て

は
片

肺
飛
行

の
論
調

で
あ

ろ
う

。
実

際
、

志
賀

の
自

作
自
解

の
説
も

、
強

引

な
自

作
弁

護

の
説
も

、

そ
れ

に
載

っ
て

い
る
。

例

の
過
激

な

『
唇

が
寒

い

(福
士
幸
次
郎
君
に
)
』

(大

=

・
三

『新
潮
』
)



中
か

ら
右

の
二
発
言

に
対
応

す

る
、

当
然

な
が

ら
部

分
的

に
、

と
思

わ
れ

る

こ
と
ば

を
抜

き
書
き

し

て

み
る
と

、

あ

の
作

に
対
す

る
其

頃

の
月
評

が

「
兎

に
角

和

解
を

書
き

な
が

ら
、

不

和

の
源

因

を

殆

ど

書

い

て
な

い
事

が
欠

点

だ
」

か

う

い

つ
た
。

(略

)
然

し
自
分

は
あ

の
作

の
中

で
、
不
和

の
源

因
を

書
か
う

と

す
れ

ば
き

り
が

な

い
、
と

い
ふ
事

を

再

三
、
書

い
て
ゐ

る
。
左

う
繰

り
返

へ
し
、
云

つ
て
ゐ

る
作
者

が
、

何
故

そ

れ
を
書

か
な

か

つ
た
か

、
或

は
書

け
な

か

つ
た
か

。

そ
し

て
左
う

云

ふ
気
持

を
批

評
家

は
何

故
察

し
な

い
の
か
と

自
分

は
思

つ
た
。
自

分

か
ら
云

は
す

れ
ば

「和

解
を

書
き

な

が
ら

、
不
和

の
原

因
を

書

か
ぬ
欠

点
」

を
挙

げ

る
代
り

に
、

「
不

和

の
源
因

を
少

し
も

書
か
ず

、
和

解

の
効

果
を
あ

げ

る
事

が
出
来

た
」

事
を

何
故

認

め
な

い
の
か
と

云
ひ

た

い
。

昧

む
と

こ
ろ
は

な
か

っ
た
。

一
歩

も
譲

ら

ぬ
。
逆

に
、
反

問
を
投

げ

か

え
す

。
も

と

よ
り

、

こ
の
よ
う

な

こ
と
ば

は

理
路
を

な

さ
ぬ
。

一
方

的

な

強

弁

で
は

あ

る
。

「
批

評
家

は

何
故

察

し

な

い
の
か
」

と

は
、

不
当

な

要

求

に
違

い
な

い
。

批
評
家

の

〈
無

理
解

〉
に
対
す

る

い
ら
だ

ち
が

作
用

し

て

い
よ
う

。
志

賀

の
主

張

は
、

「
不

和

の
原

因
」

の
欠
如

は

と
も

か

く

容

認

す

る
と

し

て
も

、

そ
れ

は

必
要

と

し

な

い
と

い
う

。

「和

解

を

書
」
き

切

っ
て
、
「和

解

の
効

果
を
あ

げ

る
事

が

出
来

た
」
か
ら

と

い
う

確

信

に
満

ち

て

い
る
。

で
は

、

し
ば
ら

く
観

点
を

移

し

て

「
不
和

の
原

因
」

は
置

く
。

自
他

成

功

し
た

と
認

め
ら

れ

る
、
父

子
和

解

の
方

に
立

っ
て
考

え

て
み

る
。
私

見

を

述

べ
れ
ば

、
父

子
と

も

に
そ

れ
ぞ

れ

の

〈
和
解

の
原

因

〉
も
描

か

れ

て

い
な

い
と

思
う

。
.「
不
和

の
原

因
」

が
欠

け

て

い
る

の
と

同
様

で
あ

る
。

父

子
和

解

は
父
と

子
双

方

の
心
情

が
な

ご

み
、
合

致

し
な
け

れ
ば

成
り

立
た

ぬ
。

時
評

家

の
作
中

に
求

め
た

「不

和

の
原
因

」
と

同
質

、
同

レ

ベ

ル
で
は

〈
和
解

の
原

因

〉
も
語

ら
れ

て

い
な

い
。
永

年

に
わ
た

っ
て
不
和

の
関

係

に
な

じ
ん
だ

、

こ

の
父

子
は

な
ぜ

に
和

解
す

る

の
か
。

そ
れ

は
、

不
和

と

の
選
択

に
よ

っ
た

も

の
な

の
か
。

そ

の
契
…機
は
何

か
。

い

つ
か
。

父
と

子
と

を
和

解

に
向
け

て
推

進

さ
せ
る

も

の
は
何

か
。

和
解

は
な

ぜ

に

大

正
六
年

八

月
三
十

日

で
な
け

れ
ば

訪

れ
な

い
の
か
、

な
ど

な
ど
。

作

中

に
ふ
た
り

の
和

解
、

調
和

の
心

情
醸

成
、

経

過
、
結

実

へ
の

〈
和
解

の
原

因

〉
を
求

め

て
も
、

回
答

は
え

ら

れ
る
ま

い
。

和
解

の
成

る
当

日
ま

で
三

年
来

、
父
と

子

と
は
没

交

渉
だ

か
ら

で
あ

る
。
こ

の
間

、
た
が

い
に
和
解

、

調
和

の
胸

裡
を

照

ら
し
合

わ

せ
る
…機
会
す

ら

ふ
た

り

に
な

い
。

な
お
は
る

そ
れ
ぞ
れ
の
年
令
的
熟
成
、
父
直
温
六
十
五
歳
、
志
賀
三
十
五
歳
と
か
、

と
く
に
主
人
公
側
の
人
生
経
験
、わ
が
子
の
生
死
際
会
に
よ
る
そ
れ
と
か
、

調
和
的
心
情
の
傾
斜
と
か
、
、「愚
か
さ
か
ら
来
る
悲
劇
」
の
回
避
と
か
、

老
弱
な
祖
母
る
め
八
十
二
歳
へ
の
配
慮
と
か
、
父
子
間
、
異
母
兄
弟
の
間

こ

もつ

で
心
労

を
尽

し
た
義

母

浩

の
恩
恵

と
か

、
折

り
か

ら
渡

米
留

学
す

る
異

母

弟

直

三
、
十

九
歳

へ
の
目
配

り
と

か
、
い
ず

れ
も
作

品
枠

内

の
現

場

で
は
、

〈
和

解

〉
・を

決

定
づ

け

る

〈
原

因

〉
と

は
な

ら

ぬ
。

伝
記

的

研
究

の
入

り

こ
む
余

地
が

な

い
。
父

子
和

解
は

「
不

和

の
原
因

」

の
除
去

で
も

、
謝

罪

で
も
、

反
省

で
も

、
互

譲

で
も
、

補
償

で
も

、
妥

協

で
も
、

仲
介

説
得

で

も

、

そ

の
所

産

で
は
な

か

っ
た
。

い

っ
さ

い
斥

け
ら

れ

て

い
る
。

至
純

き

わ

ま
り

な

い
和
解

、
調

和

の
心
情

一
致

を
描

き

出
す

。
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和

解

の
直
後

に
、

父

は

「女

中
」

に
命

じ

て

「
お
奥

さ

ん
」

を
招

じ
入

れ
、
妻

に
告
げ

る
。

「
今
、

順
吉

の
話

で
、

順
吉

も

こ

れ
ま

で

の
事

は

誠

に
悪

る

か

つ
た

と

思

ふ
か
ら

、
将

来
も

又
親

子
と

し

て
永
く

交

は

つ
て
行
き

た

い
と

云

ふ
・:
…
。

左
う

だ

な
」

と

途

中

で

父

は

自

分

の
方

を

見

た
。

/

「え

・
」

と
自

分

は
首
肯

い
た
。

し
か

し
、

父
子

面
談

の
実
情

を

要
約

し
た

わ
け

で
は

な

い
。

子

は
謝
罪

な
ど

し

て

い
な

い
。
詫

び
を

入
れ

て

い
な

い
。
父

は
心

得

て
、
あ

え

て

い

っ

た

の
だ
。

む

し
ろ
、

義
理

の
間

柄

に
立

っ
て
、

腐
心

惨
膽

し
た

妻

に
宛

て

た
、

専
用

の
ね

ぎ
ら

い
の
こ
と

ば

で
あ

る
。
子

も
父

の
真
意

を

悟

る
。
翌

日

の
我
孫

子
行

で
、

父
は

、
主

人
公

の
妻

に
対

し

て
同
じ

こ
と
ば

を

繰
り

返
え

さ

な

い
。

「
順
吉

も
今

後

は

又
親

子

と

し

て
永

く

つ
き

あ

つ
て
行

き

た

い
と

云

ふ
希
望

だ
と

云

ふ
し

、
そ

れ
は
私

に
と

つ
て
誠

に
望
ま

し

い
事

な

の
だ

か
ら

、

(略
)」

が

和
解

の
実

態

に
合
う

。

一
見

、
義

母
を

し

て
和
解

の
功

労
者

の
よ
う

に
遇

し

て
描

く
が

、
す

ぐ

に
解

除

し

て
平
常

に
戻
す

。
義

母

は
謝

辞
を

述

べ
、
祖

母

へ
の
報
告

を
命

じ

ら
れ

る
。
誰

れ
を

奨
揚

す

る

で
も

、
犠

牲

に
す

る

で
も

な

い
。
恩

恵

に

も
あ

ず
か

ら

ぬ
。
父

と
子

そ

れ
ぞ
れ

の
内

心
か

ら
湧

き
出

た
和

解
、

そ

の

結
実

を
描

く

。

至
純

な

ゆ
え

ん

で
あ

る
。
〈
和

解

の
原
因

〉
は
現

実

の
形

而
下

に
は
求

め

ら
れ

な

い
。
広

く
、

深

い
感

動

を
普

遍
的

に
喚
起

で
き

た

理
由

で
あ

る
。

お

お
よ

そ

、
〈
和

解

〉
の
語
義

、

用
法

は

七

つ
ほ
ど

あ

ろ
う

か

。
贅

言

す

れ
ば

、
心

な
ご

み
、

穏

や
か

に
う

ち

と
け

る
情
態

を

指
す

の
が

本
義

で

あ
ろ
う
。
争
い
を
や
め
て
仲
直
り
す
る
こ
と
。
国
際
、
政
治
上
の
用
語
と

し
て
、
司
法
、
裁
判
の
調
停
措
置
と
し
て
、
ま
た
、
民
法
六
百
九
十
五
条

の
紛
争
解
決
の
条
文
に
、

和
解
は
当
事
者
か
互
い
に
譲
歩
を
為
し
て
其
間
に
存
す
る
争
を
止
む

る
こ
と
を
約
す
る
に
因
つ
て
其
効
力
を
生
す

と
あ
る
。
キ
リ
ス
ト
教
の
教
義
と
し
て
も
、
心
身
医
療
の
用
語
に
も
使
わ

わ

げ

れ

て

い
る
。
〈
和
解

V
と

よ
む

と
き

は
別
義

に
な

る
。

作

中
、
父
子

不
和

は
次

の
よ
う

に
記
述

さ
れ

て

い
る
。
「
親
子

と

い
ふ
事

か
ら

来

る
逃
れ

ら
れ

な

い
色

々
な
よ

れ
混

つ
た

複
雑

な
感

情
を
含

む

で

ゐ

た

に
し

ろ
、
其
基

調

は
尚

不
和

か
ら
来

る

憎
し

み

で
あ

る
と
自

分
は

思

つ

て

ゐ
た
」
(『
和
解
』
二
)
と

い
う

。
露
骨

に
書

い
た
も

の
で
あ

る
。

父
と

て

同
様

で
あ

ろ
う
。

ふ

た
り

が
父
と

子

で
あ

る
が

ゆ
え

の

「憎

し

み
」

で
あ

る
。
典

型
的

に
悪

質
な

近
親

憎
悪

だ
。

こ
れ

が

一
挙

に
理
想

的
な

和
解

に

達

し

て
し
ま
う

。

有
り
え

ぬ
事

実
を

物

語

っ
た

の

で
あ

る
。

『
和
解

』
と

い
う

作
品

に

つ

い
て
卑

見

は
述

べ
た
。

こ

れ
は

、
次

の
よ

う

な
作
業

が
裏

づ

け

て

い
る
。
ー

か
ね

が
ね

、

こ

の
作

品
を

読
む

と
き

、

他

の
同

題
、
類

題

の
作
品

の
中

に
連

れ
出

し

て
み
た

い
と

思

っ
て
い
た
。

比
較

検
討

と

い
う

ほ
ど
、

積
極

的
な
意

味

合

い
は
な

い
。

わ
た

く

し

の
耳

目
を

洗

っ
て
お

き

た

い
と

思

っ
た

か
ら

で
あ

る
。

『
和
解

』

に
対

す

る
見

方

、

読

み
方

が
大

き
く

変

っ
た
と

も

思
わ

れ
な

い
。
少

し
く

視

野
を
拡

げ

て

〈
不
和

〉、
〈
和

解

〉
文
学

の
認

識
を

え

た

い
。

そ

の
後

で
、
何

か
言

っ

て

み
た

い
。

た
と

え

ば

、
〈
特

異

な
作

品

〉
と

か

、
作

品

の

〈
独
自

性

〉

と

か

い
う

の
に
他

の
同

題
、

類
題
作

品

に
類

例

の
乏

し

い
こ
と
を
確

め

て
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か
ら

、
こ

の
常

套
語

を
使

い
た

い
。
自

戒

で
は
あ

る
。
管

見

に
入

っ
た

〈
「
和

解

」
作

品

〉
は
あ

ま
り

に
少

な

い
。
以

下

に
列
記

し

て
み

る
。
些

事
、

徒

事

に
す
ぎ

な

い
。

な

お
、
〈
「不

和
」
〉
と

題

す

る
作

品

に

つ
い

て
は
調

べ

て
な

い
。

徳

田
秋

聲

『
和
解

』

昭

八

・
六

・
一

『新

潮
』
第

三

〇
年
第

六
号

通

巻
第

三

四
五
号

ち

な

み

に
、
里
見

弾

『
二
人

の
作
家

』
昭

二
五

・

四

・
一

『
文
芸

』

が
あ

る
。

川
端
康

成

『姉

の
和
解
』

昭
九

・
一
二
月
号

『
婦
人

倶
楽

部
』
第

一

五
巻

第

一
二
号

木

暮
亮

『
和
解

』

全

三
巻

『木

暮
亮

作
品

集
』
皿
昭

四
六

・
一

・
一

五
刊

木

暮

亮

作

品

集

刊

行

会

に
収

録

同

集

巻

末

「
あ

と

が

き
」

に
昭

一
六

・
九

『作

家
精

神

』

に
発

表

と
あ

る
も
未

確
認

保

根

川
辰

兵
衛

『
和
解

』

昭
和

一
八

・
五

・
一

『文

芸
首

都
』
第

一

一
巻

第

五
号

の

「新

人
文

芸
」

の
ペ

ー
ジ

丹
羽
文

雄

『
和
解

』

昭

三
五

・
九

・

一

『
婦
人

画
報

』
六

七

四
号

太

田
治

子

『
和
解

』

昭
六

一

・
八

・
二

〇

『
婦
人
公

論
』
臨

時
増

刊

オ

ー

ル
女

流
作

家

37
人
集

河
野
修

一
郎

『
和

解
』

平

三

・
四

・
一

『
海
燕

』
第

一
〇
巻

第

四
号

三
好
京

三

『
和
解

旅
行

』

平

五

・
二

・
一
冬

季
号

『
三

田
文
学

』
第

七

二
巻

第
三

二
号

若

竹

七
海

「
『東
京

一
夜
』
故
事
之
和
解

」

平

六

・
六

・
一

『
小
説

王
』

第

二
巻

第
亠
ハ
ロ万

神
津
カ
ン
ナ

『七
年
目
の
氷
解
』

第
二
四
巻
第
九
号

平

七

・
四

・
二

八

『
週

刊
小

説
』

石
原
吉

郎

『
和
解

K
に
』

昭

五
〇

・
一

・
一

『
現

代
詩
手

帖

』
第

一

八
巻

第

一
号

に
総
題

『詩

四

篇
』
中

の

『
和

解

K
に
』

と

し

て
発

表

の
ち

詩
集

『北

條
』

昭

五
〇

・
四

・
一
刊

花

神
社

に
収

録

犬

養
道

子

『
和

解

へ
の
人
-

教
皇

ヨ
ハ
ネ
ニ
士

二
世
小
伝
ー

』

平

二

・

一
二

・
五
刊

岩
波

書
店

岩

波

ブ

ッ
ク

レ

ッ
ト

㎞
認

中

野
重

治

『
和

解

の
道

を

行

く

ー

わ
が
人
生
処
方
-

』

昭

二
九

・

八

・
一
『
文
学

界
』
第

入
巻

第

入
号

の
ち

に

「
和
解

の
道
1

『
わ

が
処
世
法
』
を
問
わ
れ
て
」
と

改

題

佐

古
純

一
郎

『文

学

の
倫

理
と
信

仰
』

中

の
最
終

章

『
和
解

の
福

音

を

証
し

よ
う
』

全

八
巻

『
佐
古

純

一
郎
著

作
集

』
第

二
巻

「宗

教

と
文

学
」

昭

三
五

・
一
一

・
二

〇
刊

春
秋
社

竹

内
好

『
和
解

し
ま

す
』

昭
四

六

・
六

・
一

『
中
央

公
論

』
第

八
六

年

七
号

ち

な
み

に
、
竹

内
ら

の

『
中
央

公
論

』

へ
の
寄

稿
拒

否

に

つ
い
て
、
後

年

の
そ

の
収
拾

森

川
俊

雄

『和

解

の
幻
』

平

五

・
七

・
一

『
現
代
詩

手
帖

』
第

三
六

巻
第

七
号

ち
な

み

に
、
谷

川
俊
太

郎

の
詩
集

『
世
間
知

ラ
ズ

』

平

五

・
五

・
五
刊

思
潮

社

に
寄

せ
た
感

想
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小
泉

八
雲

『
和
解

』

平
井

呈

一
訳

全

=

二
巻

『
全
訳

小
泉

八
雲

作

品
集

』
第

九
巻

昭
三
九

・
一
二

・
二
〇
刊

恒
文

社

ち
な

み

に
、

原
典

は

『
今
昔

物

語
集
』

巻
第

二
七

「人

妻
、

死
後

会
旧

夫

語
」

第

二
四

モ
ー

パ

ッ
サ

ン

『和

解
』
丸

山
熊

雄
訳

短

編
集

『
森

の
中

・
秘
傳

』

昭
和

二
七

・
九

・
三

〇
刊

三

笠
文
庫

剏

E

・
F

・
ベ
ン

ス
ン

『和

解
』

八

十
島
薫

訳

短
編

集

『
ベ
ン

ス
ン

怪

奇
小

説
集

』

昭
五

四

・
九

・
一
〇
刊

国
書
刊

行
会

さ
ま
ざ

ま
な

不
和

と
和

解
と

が
物

語
ら

れ

て

い
る
。

い
ま
、
右

の
作
品

各

個

に
詳

述
す

る
必

要
は

な

い
。

い
ず
れ
も

、

作
中

、
現

実

の
同

一
平
面

上

に

「不

和

の
原
因
」

が

描
か

れ
、

相
互

不
和

を
載

せ
、
〈
和
解

の
原

因

〉

が
あ

っ
て
行

く
手

の
和
解

に
届

く
。

合
理
的

な
推

移
と

因

果
関
係

を

示
し

て

い
る
。

「
和

解
」

と

題

し

て
、
当

然

と

い
え

ば

、
当

然

だ

ろ
う

。

こ

の

意

味

で
、
志

賀

『
和
解

』
解

読

の
た

め

に
は
役
立

た
な

い
。

彼
我

の
相

違

ば

か
り

が

目

に

つ
く
。

い
ま

さ
ら

な
が

ら

に
、
『和

解
』

一
編

は
特

異
な

制
作

で
あ

る
。
や
は
り

、

作

中

に
求
め

て
父

子

「
不
和

の
原

因
」
は
な
く

、
〈
和

解

の
原

因

〉
も

な

い
。

た
だ

、

不
和

の
ご
と
ご

と
は
浄

化

さ
れ

、
そ

こ
か

ら
脱
却

し

て
行
く

様
相

が

、
「
和

解

の
効

果
を

あ

げ

て
」
描

か

れ

て

い
る
。
〈
「
和
解

」
作

品

〉
を

通
観

し

て
、

こ

の
感

を
確

実

に
持

つ
。

改

め

て
思
え

ば
、

芥

川

の
目

に

は
、
志

賀

の

『和

解
』

は
ど

の
よ

う

に

映

っ
た
か

。
比

類

の
な

い
、
強

大
な

制
作

に
初

め

て
接

し
た

の
だ
。

文
字

通
り

、

「超

文

学

の
文

学
」

の
出
現

と

い
う

よ

り

な

い
。
他

に
表
わ

す

こ

と

ば
を

失
な
う

。

予
想

も

で
き

ぬ
、
未

曾
有

、

お
そ
ら

く
絶

後

の
作
品

と

の
出
会

い
で
あ

っ
た
。
破

天

荒

の
形
式

、
構

造

の
試

み
、
作

家
自
身

は
試

み

の
意

識
す

ら
な

い
直
接

的

な
そ

れ
、

と

の
遭
遇

で
あ

っ
た

ら
し

い
。
噴

飯
も

の
と
、

一
笑

に
付
す

な

ど

で
き

ぬ
。

「
お

や
ち

が

よ
く
書

け

て
ゐ

る
」

は

、
没
交

渉

の
父
と

子
と

が

互

い
に
同
調

、
連

携

し

て
和

解

へ
の
道

を
歩

み
来

た

の
意

で
あ

る
。
和

解

は
是
非

を
問

う

て
、
選

択

、
決
定

し
た

わ
け

で
は

な

い
。
そ

れ
ど

こ

ろ
か
、

い
ず

こ

へ
と
も

知
れ

ぬ
、

唯

一
の
進

路

で

あ

る
。
父

子
と

も

に
促

さ

れ

て
動
き

出
し

、
誘
導

さ

れ
、
直

進

し

て
そ

こ

に
行

き
着

く
。

父
子
和

解

で
あ

っ
た

。

現

実

に
没

交

渉
中

の
ふ

た
り

が
、
連

携
交

信

で
き

る
場

は
、
無

意
識

層

に
し

か
な

い
。

可
能
だ

。

父
子

ふ
た
り

の
和

解

、
調
和

的
心

情

の
合
致

は

偶

然

の

一
致

で
は
な

い
。
な

ら
ば

、

『
和
解

』

は
無

意

識
か

ら
意

識

へ
の

通

行

、
夢
か

ら
現

実

へ
の
通

行
を

大
規

模

に
語

っ
た
作

品

で
あ

る
。
芥

川

の
自
由

濶
達

な
、

し
か

も
、

反
芻

し
た

慧
眼

は

『
和
解

』

の
全
容
を

、
核

心

を
と

ら
え

て
し
ま

っ
た
よ
う

だ

。
そ

し

て
、

こ

の
結

語

で
も

っ
て
敬
遠

す

る
。
第

二
短
編

集

『
新
進
作
家
叢
書
8

煙

草
と

悪

魔
』

(大
六

・
=

・

一
〇
刊

新
潮
社
)
を

刊
行

し

た
直
後

の
こ
と

で
あ

る
。

(未
完
)
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