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(
欄
)

日
本

の
プ

ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
運
動
初
期

の
記
念
碑
的
作
品
と
し
て
高
い
評
価
を

得
て
い
る

「
海
に
生
く
る
人
々
」

(大
15
・
10

改
造
社
)
は
、
葉
山
嘉
樹
の
自
筆

「
年
譜
」

(「
〔
本
交
学
大
全
集
ー
葉
山
嘉
樹
全
集
」
昭
8
・
2

改
造
社
)
に
よ
る
と
、

大
正
六
年
頃
か
ら
十
二
年
頃

に
か
け
て

の
約
六
年
間

に
番
か
れ
た
こ
と
に
な
る
。

し
か
し
、
文
学
史
的

に
高
く
評
価
さ
れ
な
が
ら
、
こ
の
作
品
は
多
く
の
未
解
明
な

部
分
を
も

っ
て

お
り
、
作
品
成
立
の
経
緯

に
つ
い
て
も
浦
西
和
彦
の
最
近

の
研

ほ究
に
よ

っ
て
、

や

っ
と
解
明
さ
れ

つ
つ
あ
る
と
い
う

の
が

現
状
で
あ
り
、

「海

に
生
く
る
人
々
」
完
成
の
正
確
な
時
期

は
未
詳
で
あ
る
。

さ
て
、
浦
西
が

「
『海

に
生
く
る
人
々
』
は
、
嘉
樹

の
名
古
屋
に
お
け
る
労
働

運
動

の
体
験
を
抜
き
に
、
そ
の
成
立
が
考
え
ら
れ
な
い
作
品
で
あ
る
。
」

(浦
西

和
彦

「葉
山
嘉
樹
年
譜
」

『葉
山
嘉
樹
』

昭
48
・
6

桜
楓
社

以
下
浦
西

「年
譜
」
)

と
言

っ
て
い
る
よ
う
に
、
藤
原
の
回
想

の
部
分

(十

一章
～
十
三
章
)
は
後
か
ら
挿

入
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
に
し
て
も
、
作
品
全
体
に
ち
り
ば
め
ら
れ
た
葉
山
の

社
会
認
識
や
歴
史
認
識
は
、
明
ら
か
に
、
名
古
屋
に
お
け
る
労
働
運
動
の
体
験
な

し
に
は
不
可
能
な
も
の
で
あ
る
。

葉
山
の
名
古
屋
に
お
け
る
運
動
歴
は
、
名
古
屋
セ
メ
ン
ト
会
社
で
の
組
合
組
織

の
試
み
を
も
含
め
る
と
す
れ
ば
大
正
十
年
五
月
以
後
に
始
ま
る
と
い
う
こ
と
に
な

②

ろ
う
が
、
愛
知
時
計
電
機
争
議
裁
判

「
第

二
回

調
書
」

(浦
西

「年
譜
」
)
に
見

る
限
り
、
こ
の
頃
の
葉
山
に
は

「
海
に
生
く
る
人
々
」

に
横
溢
す
る
よ
う
な
明
確

な
階
級
意
識
は
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
さ
ら
に
名
古
屋
新
聞
社
入
社
と
同
時

に

名
古
屋
労
働
者
協
会

(以
下
協
会
)

に
加
入
す
る
の
は
大
正
十
年
六
月

の
こ
と
だ

が
、
こ
の
協
会
は
、
そ
の
綱
領
に

「
国
家
産
業

の
発
展
を
期
す
」

「
真
の
労
資
協

調
を
期
す
」

(浦
西

「年
譜
」
)
と
謳

っ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、

「
海
に
生
く
る
人
々
」

の
階
級
意
識
か
ら
は
ほ
ど
遠
い
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

ま
た
、
入
社
後
間
も
な
く
執
筆
し
た
記
事

「
労
働
者
と
し
て
の
立
場
」

(
『名
古

屋
新
聞
』
大
10
・
6
・
26

清
水
茂

「名
古
屋
の
労
働
運
動
と
葉
山
嘉
樹

(そ
の
一
)
」
『社

会
科
学
討
究
』

昭
39
・
12
)

に
し
て
も
宗
教
的
な
語
彙
や
発
想
に
よ
っ
て
労
働
者

の
解
放
を
理
論
化
し
よ
う
と
す
る
傾
向
が
強
く
、
さ
ら
に
は

「
革
命
」
と
い
う
こ

間

と
ば
に
対
す
る
葉
山

の
認
識
に
も
曖
昧
さ
が
感
じ
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
点
か
ら

見
て
も
、

「
海
に
生
く
る
人
々
」

の
世
界

に
あ
る
か
な
り
明
確
な
社
会
認
識
や
階

級
意
識
と
、
こ
の
頃
の
葉
山
と
の
間

に
は
相
当
の
隔
り
が
あ
る
と
言
わ
ね
ば
な
る

ま
い
。
し
た
が

っ
て
、
自
筆

「
年
譜
」
で
葉
山
が
言
う
よ
う
に
、
こ

の

頃

既

に

「海

に
生
く
る
人
々
」
に
着
手
し
て
い
た
と
し
て
も
、

「
海
に
生
く
る
人
々
」
が

今
口
の
姿
を
と
る
た
め
に
は
大
正
十
二
年
の
名
古
屋
刑
務
所
に
お
け
る
執
筆
に
際

し
て
、
か
な
り
大
巾
な
改
稿
が
な
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
か

っ
た
は
ず
で
あ
り
、
デ
ィ

テ
ー
ル
に
共
通
性
が
あ

っ
た
か
も
知
れ
な
い
に
し
て
も
、
テ
ー
マ
や
モ
チ
ー
フ
に

*国 文学研究室(1974年9月30日 受理)
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お

い
て

は

二

つ

の

「
海

に
生

く

る
人

々
」

は
似

て
非

な

る

も

の

で
あ

っ
た

に
違

い

な

い
・

葉

山

自

身

も

「
ま

る

っ
き

り

そ

れ

ま

で
書

い
た

も

の
と

は

、

別

な

形

式

、

別

な

感

興

の
下

に
書

い
た

の
だ

っ
た
」

(
「
代
表
作

に
つ
い
て
」

『
九
州
交
化
』

大

10

・
8

浦
西

「
年
譜
」
)

と
言

っ
て

い
る

の

で

あ

る
。

(
二
)

「
海
に
生
く
る
人
々
」
が
葉
山
の
代
表
作
で
あ
る
と
い
う
こ
と
も
あ

っ
て
、
こ

の
作
品
の
人
物
に
つ
い
て
触
れ
た
研
究

は
か
な
り
多
く
、
葉
山
の
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
な

側
面
と
の
か
か
わ
り
の
中
に
人
物
像
が
位
置
づ
け
ら
れ
る
傾
向
が
強
い
よ
う
で
あ

る
。
し
か
し
・
特
に
小
倉
の
形
象
を
考
え
る
と
き
、

「
情
熱
」
「
燃
焼
」
「
爆
発
」

と
い

っ
た
イ
メ
ー
ジ
と
は
逆
な
、
む
し
ろ
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
葉
山
の
側
面
と
の
か
か

わ
り
の
中
に
造
型
の
モ
チ
ー
フ
を
持

っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
て
な
ら
な
い
の
で

あ
る
。
筆
者

の
疑
問
を
端
的

に
言
え
ば
、

「海

に
生
く
る
人
々
」
を
論
ず
る
際
に

よ
く
引
用
さ
れ
る
藤
原
の

「
生
活
と
は
、
燃
え
る
も
の
だ
と
僕
は
思

つ
た
ん
だ
。

焼
け
蓋
す
や
う
な
爆
磯
す
る
や
う
な
も
の
が
生
活
だ
と
僕
は
考

へ
た

ん

だ
。
」

「
『俺
達
自
身
が
何
で
あ
る
か
を
、
俺
た
ち
自
身
で
研
究
す
る
こ
と
が
、
何
故
悪

い
ん
だ
』
と
・
若

い
勢
働
者
た
ち
は
、
警
察

の
刺
戟
の
洗
禮
を
受
け
る
と
、

一
種

の
無
産
階
級
信
念
ー

を
抱
く
や
う

に
な

っ
て
來
た
ん
だ
。
」
(三
)
と
い
う
回
想

の
上
に

「
海
に
生
く
る
人
々
」
執
筆
時
の
葉
山
像
を
描
き
、
激
し
く
燃
焼
し
前
進

し
よ
う
と
す
る
葉
山
像
の
延
、長
上
に

「
海
に
生
く
る
人
々
」
を
と
ら
え
よ
う
と
し

す
ぎ
て
は
い
な
い
だ
ろ
う
か
。
ま
た
、
名
古
屋
に
お
け
る
労
働
運
動
草
分
け
期

の

一
闘
士
で
あ
り
指
導
者
の

一
員
で
も
あ

っ
た
葉
山
が
、
そ
の
運
動
の
山口同
揚
の
頂
点
に

二
8

て
検
束
さ
れ
・
未
決
に
収
監
さ
れ
た
状
況
で
こ
れ
を
書
い
た
と

蛤
つ
こ
ン
渉

丁

り
・

「
海

に
生

-

る
人

々
」

冷
一官

権

の
弾

圧

や
ブ

ル
ジ

・
ア

の
横

暴

へ
の
怒

り

の

一
曝

発

と

し

て

ス
ト

レ
ー

ト

に
位

置

づ

け

て

は

い
な

い
だ

ろ

う

か
。

確

か

に
作

口……中

に

は
怒

り

の

こ
と

ば

が

肉

声

に
よ

っ
て
叫

ば

れ

て

い

る

の

で
あ

っ
て
、
葉

山

の
内

師

に
た
ぎ
る
階
級
的
情
熱
が
至
る
と

こ
ろ
で
噴
出
し
て
い
る
こ
と
は
否
定
し
得
な

い
・

し

か
し

・

葉

山

に
は

「

『
淫

売

婦

』

を
書

い
た
時

の
思

ひ
出

」

(
『文
章
倶
楽

部
』

昭
3

・
7
)
と

い
う

回

想

が

あ

り

、

次

の
よ

う

な
記

述

が

見

え

る

の

で

あ

る
。

(淫
売
婦
を
七
月
十

日
に
書
き

あ
げ
て
い
筆
者
)

そ

れ

か

ら
暫

く

輕

つ
て

九

月

一

日

、
例

の
大

地

震

の
時

は

、

同

じ

監
房

で

『
海

に
生

く

る
人

々

』

を
書

い
て

ゐ

た

。
(中
略

)

蚊

と

、
蚤

と

、

暑

熱

と

、

そ

れ

か
ら

面

接

差

入
禁

止

だ

つ
た

か
ら

、
老

母

と

女

房

と

、

二
人

の
幼

児

と

が

、

ど

う

し

て
飯

を

食

つ
て

ゐ
る

か

、
病

氣

に

で
も

罹

つ
て

ゐ
は

し

な

い
か

、

運
動

の
方

は

ど
う

な

つ
た
か

、

な

ど

が

、
熱

し

た
頭

の
中

で
ゴ

チ
ヤ

ゴ

チ

ヤ

に
、

階
級

的

情

熱

と

コ
ン
グ

ラ

か

つ
て
ゐ

た

。

何

し

ろ

、
昨

口

ま

で
猛

烈

に
飛

び

廻

つ
て

ゐ

た
奴

が

、
今

日

つ
か

ら

は

三
蛭

程

の
廣

さ

の
板

敷

き

の
室

に
閉

ぢ
込

め
ら

れ

つ
切

り

と
云

ふ

ん

だ

か
ら

、

(中

略

7

膿

は
泰

然

と
疲

て

ゐ

た

が

、
頭

は
監

獄

の
塀

外

へ
出

て

、
過

去

、
未

來

を

自

由

奔
放

に

駈

け

巡

る

の
だ

つ
た

。

(中
略

)

そ

の
時

分

、

私

は

文

壇

へ
出

よ
う

の
何

の

つ
て

、
望

み
も

し

な
け

れ
ば
考

へ

も

し

な

か

か

た
。

然

し

、

何

し

ろ
、

何

か

書

い
て

で
も

ゐ

な

い
と

、

考

へ
が

滅

茶

苦

茶

に

ど

こ

へ
で
も

走

り

ま

は

る

の

で
、

そ

い

つ
を

一
つ
庭

へ
繋

ぎ
止

め

る

た

め

に
は

、

ど

う

し

て

も

思

索

の
跡

を
辿

る
事

の
出

來

る
や

う

に
、

書

く

以
外

に
法

が

な
か

つ
た
。

あ

れ

を
書

く

と
同

時

に

、
資

本

論

の
抜

き

書

玉
・も

や

つ
て

ゐ

た
。

(
中
略
)

又

、
私

は

、

審
熱

や

、
蚊

や

董

の
た

め

の
睡

眠

不

足

か

ら
憂

響

に

な
り

、

セ

ン

ヂ

メ

ン

㌘

ル

に
な

つ
て
、

短

歌

見

た

い
な

も

の
も

作

つ
て
見

た

。

こ
の
四
年
、
毎
年
∴

度
監
獄
に

に

囚
は
る
る
身
の
妻
子
思
ひ
ぬ
。
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面

會

の
待

合

室

に
我

見

泣

く

を

、
聞

き

て

、

「
泣

く

な

/
」

と

、

叫

び

し

我

よ
。

わ

が
母

は
家

で
誰

か
が

笑

ぷ
時

、

「
息

子

に
す

ま

ぬ
」

と

、

言

ひ

て
止

め
し

と

。

こ
れ
は

「
淫
売
婦
」

(
『文
芸
戦
線
』

大
15
・
1
)
を
辞

い
た
頃
に
つ
い
て
の
回
想

の

一
部
分
で
は
あ
る
が
、
こ
の
文
章
か
ら
う
か
が
い
得
る
獄
中
の
葉
山
の
内
面
世
.

界
を
、
大
正
十
二
年
六
月
二
十
七
日
か
ら
同
年
十
月
五
口
ま
で
の
獄
中
生
活
の
記

録
で
あ
る

「
獄
中
記
」

(
『葉
山
嘉
樹
日
記
』
昭
46
.
2

筑
摩
書
房
)
の
記
述
に
重

ね
て
み
る
と
、
右
の
回
想
か
ら
う
か
が
い
得
る
葉
山
の
内
面
世
界
が
、

「
海
に
住

く
る
人
々
」
を
獄
中
で
完
成
さ
せ
つ
つ
あ

っ
た
頃
の
葉
山
の
内
面
世
界
に
連
続
し

て
い
る
こ
と
は
否
定
し
得
な
い
だ
ろ
う
。
そ
し
て
ま
た
、
こ
の
よ
う
に
家
族
の
安

否
や
そ
の
後
の
運
動
の
動
向
と
い

っ
た
も
の
が

「
ゴ
チ
ヤ
ゴ
チ
ヤ
に
、
階
級
的
情

熱
と

コ
ン
グ
ラ
か
つ
て
」
い
た
と
言
い
、
過
去
と
か
未
来
と
か
、
考
え
が
滅
茶
苦

茶
に
走
り
ま
わ
る
た
め
に
考
え
を

「
一
つ
庭

へ
繋
ぎ
と
め
」

「
思
索

の
跡

を

辿

る
」
た
め
に
書
い
て
い
た
と
回
想
し
て
い
る
こ
と
な
ど
か
ら
、

「
海
に
生
く
る
人

々
」
が
敵
階
級

へ
の
怒
り
ゃ
叫
び

・
仲
間
に
対
す
る
自
覚
の
呼
び
か
け
や
訴
え
の

形
を
と
り
な
が
ら
、

一
方
で
は
、
葉
山
自
身
の
内
面

へ
の
効
用
を
持

っ
て
い
た
の

で
は
な
い
か
と
い
う
疑
問
が
生
じ
る
の
で
あ
る
。

わ
が
母
は
家
で
誰
か
が
笑
ふ
時
、

「
息
子
に
す
ま
ぬ
」
と
、
言
ひ
て
止
め
し
と
。

「
『淫
売
婦
』
を
書
い
た
時
の
思
ひ
出
」
に
は
右
の
よ
う
な

「
短
歌
見
た
い
な

も
の
」
が
記
さ
れ
て
い
た
。
葉
山
嘉
樹

と
同
郷
の
鶴
田
知
也
の
談
話

「
葉
山
嘉
樹

の
こ
と
」

(プ
・
レ
タ
リ
ア
文
学
研
究
』

昭
41
・
10

芳
賀
書
店
)
に
よ
る
と

「
大
正

八
年
頃
に
は
啄
木
を
愛
唱
し
た
り
、
啄
木
ば
り
の
歌
を
作

っ
た
り
し
て
」
も
い
た

ら
し
い
が
、
葉
山
は
こ
の
歌
の
中
に
獄
中

の
自
己
の
複
雑
な
心
境
を
詠
み
こ
ん
で

い
る

よ

う

で
あ

る

。

こ

こ
に

あ

る
母

は
決

し

て
息

子

の
進

も

う

と

す

る
道

を
理

解

し
励

ま

し

て
く

れ

る
母

で

は

な

い
。

N

セ

メ

ン
ト

会
社

を

戯

首

さ

れ

た
後

、

運

よ

く
新

聞

社

の
労

働

記

者

の
職

を
得

た
息

子

に
対

し
、

「

『
今
度

こ
そ

は
擁

は
ず

み

は
為

な

い

で
ね
。

で
無

い
と

子
供

が
不

悉

だ

か
ら

ね

』

と

、

(中
略
)

鰻

に
何

と

も

言

ひ

や

う

の
な

い
感

じ

の
籠

っ
た

涙

を
溢

ら

せ

て
」

;

誰

が
殺

し
た
か
?
」

(二
)

昭
5

・
1

日
本
評
論
社

)
訴

え

る
母

な

の

で
あ

る
。

ま

た

、

「
海

に
生

く

る
人

々
」

執
筆

後

の
出

来

事

で

あ

ろ

う

と
思

わ

れ

る

が

、
伊

藤

長

光

に
よ

れ

ば

「
息

子
が

異

端
者

の
道

を
歩

き

、
続

く

迫
害

と
困

窮

の
生

活

に
耐

え

か

ね

て
、

年

の
瀬

迫

っ
た

あ

る

〔

に
、
自

分

の
舌

を
鋏

で
切

っ
て
自

殺

を
図

」

(
「
葉
山
君
の
追
憶
-
夜
明
け
前

の
人

々
」

『
街

の
パ

ン
フ
レ
ッ
ト
』

第

25
段
、

昭

28

・
11

・
1

浦
西

「
年
譜
」
)
る
母

で
も

あ

る
。

さ

ら

に

は

、

明
治

三

十
九

年

頃

以

来

、

長

ら

く

別

れ

て

い
た

こ

の
母

が
名

古

屋

に
来

、

十
数

年

ぶ
り

に
同

居

す

る

こ

と

に
な

っ
て

間

も

な

く

の
未

決

収

監

な

の
で

あ

る
。

こ

の
よ

う

な
母

が

、
息

子

の
思

想

的

立

場

を

理
解

で

き

ぬ

ま

ま

に

、

な

お
獄

中

に

詣42
る
息

子

を

思

い
や

っ
て

い

る
と

い
う

こ
と

を

伝

え
聞

く

こ

と

は

、
葉

山

に

と

っ
て
何

に

も
代

え
難

い
苦

痛

で

あ

っ
た

に
違

い
な

い
。
森

山

重

雄

は

「
労

働

運

動

に

従
事

す

る
者

は

、
当

時

の
状

況

に

あ

っ
て

は
、

個

人

の
幸

福

を

最
初

か

ら
放

棄

し

て

か

か

ら

な

け

れ
ば

な

ら

な

い
。

『
誰

が

殺

し

た
か

?

」

の
真

の

モ
チ

ー

フ
は

、

こ

の
社

会

的

献

身

と
個

人

の
幸

福

の
背

馳

と

い
う

こ
と

に

あ

っ

た
」

(
「
葉
山
嘉
樹
論
」

『序
説

転
換
期

の
文
学
』

昭
49

.
1

三

一
妻
旦
房
)
と

言

っ

て

い
る

が

、

こ

の
歌

か

ら

も

十

分

に

「
誰

が
殺

し

た

か
ア

」

に
通

う

痛

み
を
読

み

と

る

こ
と

が
出

来

る

だ

ろ

う

。

「
獄

中

記

」

は

大

正

十

二
年

、
葉

山

が
名

古

屋
共

産

党

事

件

(官
製
共
産
党
事
件
)

に
よ

っ
て
検

挙

さ

れ

、
名

古

屋

刑

務

所
未

決

監

に
収

監

さ

れ

て

い

た
折

の
記

録

で

あ

る
。

次

に
そ

の

一
部

を
抜

粋

す

る
。

(傍
点

は
筆
者
、
点
線
は
中
略
を
意
味
す
る
)

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

◇

7

・
4

面

接

、

書

信

の
禁

止

決

定

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

◇

7

・
9

昨

夜

よ
り

し

け

る
。

安

眠

出

来

ず

。

…

…

一
日

淋

し

か
り

き
。ヘ

へ

◇

7

・
1ー

マ
ル

ク

ス

一
ノ
ニ
読

了

。

体

力

衰

弱

、

倦

怠

を
覚

ゆ
。

…

…
難

波
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◇

8

・
20

◇

8

・
26

ヘ

へ

起

草

。

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

喜
和
子
よ
り
五
十
銭
差
し
入
れ
あ
り
。

面
会
、
書
信
を
求
む
。

面
接
許
可
願
書
提
出
。

資
本
論
第

一
巻
三
冊
読

了
、
夕
刻
第
三
巻

一
冊
に
移
ル
。

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

難
波
第

一
篇
脱
稿
、
第

二
篇
に
移
る
。

ヘ

ヘ

ヘ

へ

七
月

も
今

日

を

も

つ
て
逝

く
。

予

審

調

一
回

㍉
、、り

。

臆

、

思

ふ

ベ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

し
!

忍

ぶ
ゐ

忍
ぶ

!

暑
し
。

〔
喜
和
子
面
会
〕

書
信
禁
ぜ
ら
れ
居
れ
ば
、
既
決
と

異

る
処

な

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

し
。

喜
和
子
午
后
面
会
に
来
る
。
家
庭

の
こ
と

な

ど
聞

け

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

ば

、

懐

く

も

あ

り

、

う

れ

し

く

も

、

ま

た

悲

し

㍉
、、
こ

と

も

多

か

つ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

た
。

兎

に
角

飢

ゑ

ぬ
や

う

、
丈

夫

で
ゐ

て

く

れ

る

こ
と

を
祈

る

よ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

り

外

に
仕

方

が

な

い
。

昨

夜

晩

く

ま

♂.＼

妻

子

の

こ

と

を
思

ひ

、

且

つ
暑

さ

蒸

す
如

く

に

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

て
眠

れ
ず

。

何

だ

か

セ

ン

チ

メ

ン

タ

ル

に

な

つ
た
。

思

つ
て
も

仕

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

方
は
な
い
に
し
て
も
思

は
ず
に
ゐ
ら
れ
な
い
の
が
人
情
か
、
出
て

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

か
ら
す
ぐ
に
出
版
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。

家
族
は
全
く
可
哀
想
だ
。

ヘ

ヘ

ヘ

へ

十
日
付
ヲ
以
テ
、
書
信
接
見
ノ
禁
止
解
除
せ
ら
れ
た
。

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

昨

夜

、

海

水

浴

に
行

㍉
、し

由

、
危

い
と

思

ふ
。

き

わ

子

が

海

水

浴

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

に
行

つ
た
と
云
ふ
こ
と

は
、
予
を
非
常
に
苫
し
め
た
。
そ
の
こ
と

は
二
重
に
自
分
を
苦
し
め
る
。
社
会
の
人
が
彼
女
に
対
し
て
の
考

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

へ
と

、
自

分

だ

け

の
考

へ
と

、

と

ま

れ

こ

れ

は
俺

を

苦

し

め

た
。

マ
マ

き

わ

や
子

の

こ
と

が

心

配

に
な

る
。

土

曜

の
面

会

で
海

水

浴

の

こ

と

を

云

つ
た
か

ら

だ

ら

う

。

あ

れ
だ

け

張

り

つ
め

て

り49
た
元

気

が

ヘ

ヘ

へ

一
度

に

ぬ
け

た

の

だ
。

か

は

い
き

う

に

、
詐

し

て
く

れ
一、
俺

の

ヒ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ス
な

ん

だ

か

ら

。

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

夢
現
で
考

へ
る
と
も
な
く
種
々
な
幻
を
描
い
て
ゐ
る
と
獄
中
だ
と

◇

9

・
3

◇

9

・
5

◇

9

・
7

◇

9

・
13

<>

9
●

18

◇

9
●

16

 

◇

9

・
25

◇

9

・
28

云

ふ

こ
と

を

忘

れ

る
。

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

家
の
経
済
も
愈
々
行
き
詰
り
て
、
喜
和
了
も
往
生
し
た
ら
し
い
。

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

フヘ

リて

ロ

リ

あ

あ

、

俺

は

、

一
切

の
も

の
を

売

り

尽

す

や

う

に

云

ふ
。

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

外
の
事
を
考

へ
る
と
淋
し
く
て
堪
ら
ぬ
。
き
わ
子
も
さ
ぞ

二
人
の

ヘ

ヘ

へ

了
供
を
抱

へ
て
苦
し
ん
で
ゐ
る
で
あ
ら
う
。
会

へ
な
い
と
全
く
淋

ヘ

ヘ

へ

し

い
。

寧

ろ
苦

し

い
。

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

此

四

日
、

き
わ
了
は
名
古
屋
か
ら
離
れ
て
ゐ
る
や
う
な
気
が
す

へる
。

若

き
燕

が

り43
た

の
か

、

き

わ

子

が
来

た
。

一
日

赤

尾

〈

穂

〉

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

に
泊

つ
た

と
云

ふ

の

で

嫉

け

た

。

が

、
今

は

そ
ん

な
時

で
は

な

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

い
。

食

へ
さ

へ
す

れ

ば

い

い

の
だ
。

命

さ

へ
あ

れ

ば

い

い

の
だ
。

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

も
う
彼
女
が
他
の
男
と
結
婚
し
て
も
い
い
か
ら
丈
夫
で
了
供
を
育

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

て

て
く

れ
。

俺

は
も

う

俺

の
運
命

に
見

切

り

を

つ
け

た

。

あ

＼
人

世

は
苦

し

い
も

の
だ

。
泣

く

に
泣

け

な

い
苦

し

さ

だ
。

あ

＼
、

東
京

に
は

震

災

が

あ

っ
た
。

名

古

屋

に
は
人

災

が

あ

る
。

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

僕
た
ち

一
家
は
悲
痛
か
ら
免
疫
さ
れ
て
し
ま
つ
た
。

今
度
出
た
ら
、
俺
は
純
然
た
る
政
党
屋
に
な
つ
て
や
る
ぞ
。

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

さ
、・わ

子

が
来

た
。

い
ろ

/
＼

事

情

を

聞

く

と

腸

を
断

た

れ

る
思

い

ヘ

ヘ

へ

が

あ

る
。

ど

う

し

て

も
今

月

で
家

を

明

け

ね
ば

な
ら

な

い

だ

ら

う

。
原

稿

を
買

つ
て

さ

へ
く

れ

＼
ば

一
ヶ
月

や

そ

こ
ら

延

び

て
も

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

構

や

し

な

い
ん

だ

け

れ
ど

、
暮

し

が

困

る
。

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

家

具

衣

類

を
売

つ
た

さ
う

だ
。

あ

＼
自

亡
自

棄

な
気

に
な

り

さ

う

5

。

ヅ

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、
、

、

、

、

、

強

い
心

、
反

抗

心

が
此
一.の
残

漬

も

な

く
消

え
去

つ
て
、

今

は

も

う

弱

い
淋

し

い
生

く
意

V
気

地

の

な

い
泣
虫

の
心

だ
け

が

、

暗

く
絶

望

的

に
胸

の
中

に
巣

食

つ
て
し

ま

つ
て

、
表

面

丈

け

の
強

が

り

も

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

云

へ
な

い
。

全

く

淋

し

い
。

人

間

は

理
論

一
点

張

り

で
は

い
か

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

ぬ
。
感
情
が
非
常
な
力
を
持

つ
て
ゐ
る
。
矢

つ
張
り
俺
は
作
家
だ
。

拶



魅

9

`

冷

浅田:「 海に生 くる人 々」試 論

 

5

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

実
際
家
で
は
な
い
。

長
く
な

っ
た
が
、
右
の
抜
粋
部
分
に
よ

っ
て
も
あ
の

「
淫
売
婦
」
を
書
い
た
頃
に

関
す
る
回
想
と
同
じ
精
神
状
態
に
あ
る
葉
山
の
姿
を
、
よ
り
具
体
的
に
、
よ
り
鮮

明
に
う
か
が
い
得
る
だ
ろ
う
。
ま
た
、
右
に
抜
粋
し
た
部
分
は
獄
中
に
お
け
る
葉

山
の
精
神
的
動
揺
を
伝
え
る
部
分
が
中
心
と
な

っ
て
は
い
る
が
、
故
意
に
運
動
関

係
の
記
述
を
無
視
し
た
の
で
は
な
く
て
、
葉
山
の
記
述
そ
の
も
の
が
こ
の
よ
う
な

傾
向
を
持

っ
て
い
る
こ
と
に
よ

っ
て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
獄
中
で
あ
る
こ
と

の
制
約
が
こ
う
し
た
傾
向
を
も
た
ら
し
た
と
考
え
ら
れ
な
く
も
な
い
が
、

「
名
古

屋
事
件
に
お
け
る
被
告
た
ち
の
態
度
は
、

(裁
判
の
調
書
を
見
る
限
り
で
は
U
筆
者
)

洗

い
ぎ
ら
い
事
実
を
明
ら
か
に
し
て
、

こ
れ
を
法
廷
闘
争
に
も
ち
こ
も
う
と
す
る

風
で
あ

っ
て
、
少
し
も
事
実
を
隠
し
た
り
す
る
態
度
は
み
ら
れ
な
い
。
」

森

山

重
雄

「葉
山
嘉
樹
と
名
古
屋
事
件
」

『序
説

転
換
期
の
文
学
』

既
出
)
と
い
う
こ
と
で

あ

っ
て
み
れ
ば
、
同
じ
名
古
屋
新
聞
社

の
記
者
仲
間
の
亀
田
や
運
動
の
同
志
山
崎

ら
と
の
面
会

の
〔
に
は
、
も
う
少
し
君

か
れ
て
い
て
も
よ
い
の
で
は
な
い
か
と
思

わ
れ
る
が
、
運
動
面
に
か
か
わ
る
記
述

は
少
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
点
か

ら
考
え
て
も
、
葉
山
内
面

の
傾
斜

の
方
向
が
自
ら
推
察
し
得
る
は
ず
で
あ
る
..

(
三
)

先

に
、

小
倉

の
形
象

は
葉

山

の
内

面

に
煙

る
ネ

ガ

テ

ィ
ブ

な

側

面

と

か

か

わ

る

の

で
は

な

い
か

と

言

っ
た

が

、

こ

こ

で
、

小
倉

に

つ
い

て
詳

し

く

見

る

こ
と

に
し

よ

う

。

へ

小
倉
は
葉
山
の
万
字
丸
船
員
時
代
の
友
人
小
椋
甚

一
を
モ
デ
ル
に
し
て
造
型
さ

れ
て
い
る
こ
と
は
周
知
の
と
お
り
で
あ
り
、
小
倉

の
形
象
は
実
在

の
小
椋
甚

一
に

へ

負

う

と

こ
ろ

が

大

き

い
。

例

え

ば

小
倉

は
万

寿

丸

の

コ
ー

タ

i

・
マ
ス

タ

ー
と

し

て

登
場

す

る
が

、

直

話

に
よ

る
と

小

椋

甚

一
も

万

字
丸

の

コ
ー

タ

ー

・
マ

ス
タ

ー

(操
舵
手
)

で

あ

っ
た
。

そ
し

て
、

小

倉

の
形

象

に
必

然

性

を

持

た

せ

る
上

で
非

常

に
重

要

な
次

の

よ

う

な
部

分

も

、
実

は
実

在

の
小

椋

甚

一
の
体

験

に
負

う

と

こ
ろ

が

大

き

い
よ

う

で
あ

る
。

つ
ま

り

、

小
倉

が

「
自
分

の
位

置

を

、
高

め

る

こ
と

に

よ

つ
て
、

酷

使

と

隷

囑

と
侮

辱

と

か

ら

、

逃

れ

よ

う

と
」

(
二
九
)
し

て

い

る
と

い
う

人

物

設

定

に

か

か
わ

る
部

分

で

あ

る
。

彼

が

知

識

と

し

て

は

階
級

的

認

識

法

を

持

ち

な
が

ら

、
現

実

生

活

に

あ

っ
て

は

「
自

分

の
位

置

を

、
高

め

る
」

と

い
う

方

向

に
行

動

せ
ぎ

る

を
得

な

い

の

は

、
彼

が

「
若

し
、
高

等
海

員

に

な

つ
て
梢

多

い
収

入

を
得

な

い

な
ら

ば

、
山

陰

道

の
山

中

で
、

冷

酷

な
自

然

と

、

惨

忍

な

る
搾

取

と

の

迫
害

か
ら

、

そ

の
僻

村

全

髄

が
寒

さ

の

た

め

に
凍

死

し

、

飢

餓

の
た

め

に
餓

死

し

な

け

れ
ば

な
ら

な

い
」

(
三
三
)
か

ら

だ

と

し

て

い
る
。

さ

ら

に
、
小

倉

の
村

が

こ

の
よ

う

な
困

窮

に
陥

っ
た

理
由

に

つ

い
て

は

、

「
村

の
者

は

森

林

の
産
物

を

そ

の

生

活
資

料

と

し

て

ゐ

た
。

所

が

そ

れ
等

の
森

林

は
國

有

林

に
な

つ
て
終

わ

つ
た
。

そ

こ
で

、

そ

の
村

の
者

は

、

監
獄

へ
.行

く

か

、
餓

ゑ

る

か
と

云

ふ

ニ

ハ.
の
道

の
ど

ち

ら

か

を
取

る

や

う

に

掻

ひ

ら

れ

た

」

(三
三
)
と

い
う

よ
う

に
設

定

し

て

い
る
。

小

倉

が

こ

の
よ

う

な
村

の
社

会

・
村

の
歴
史

を

引

き
ず

っ
て

い

る
と

い
う

よ

う

に
描

く
こ
と
は
、
小
倉
の
葛
藤
ー

現
実
生
活
と
知
識
と
の
断
層

・
き
裂
1

に
必
然

性
を
持
た
せ
、
小
倉

の
事
大
主
義
を
読
者
に
納
得
さ
せ
る
の
に
有
効
性
を
持

っ
て

い
る
。
と
こ
ろ
で
、
階
級
社
会
を
個
人
的
な
努
力
に
よ
っ
て
上
昇
し
よ
う
と
す
る

人
物
と
し
て
設
定
さ
れ
た
小
倉

の
形
象

に
と

っ
て
、
最
も
重
要
な
こ
う
し
た
フ
η・

ク
タ
ー
の
殆
ん
ど
が
、
既
に
触
れ
て
お
い
た
よ
う
に
実
在
の
小
椋
甚

一
の
体
験
を

ヨ

モ
デ
ル
に
し
て
構
成
さ
れ
て
い
る
ら
し
い
の
で
あ
る
。

ま
た
、
小
倉

は
船
長
免

状
を
取
る
資
格
を
得
る
た
め

「
二
度
も
沈
没
し
た
り
し
て
、
そ
れ
に
必
要
な
履
麻

が
実
地
と
し
て
取

つ
て
あ

つ
た
」
(三
)
と
あ
る
が
、
こ
れ
も
小
椋
の
体
験
に
則
し

捌

て
い
る
ら
し
い
。
し

か

し
、

だ

か
ら
と
言

っ
て

「
海
に
生
く
る
人
々
」
が
、
万

字
丸
に
お
い
て
葉
山
が
体
験
し
た
出
来
事
を
そ
の
ま
ま
描
い
た
も
の
だ
な
ど
と
言

っ
て
い
る
の
で
は
な
い
。

「
海
に
生
く
る
人
々
」
の
小
倉
は
万
寿
丸
の
闘
争
に
立
ち
あ
が
り
、
そ
の
闘
争

に
よ

っ
て
下
船
命
令
を
受
け
て
い
る
。
こ
れ
は
明
ら
か
に
葉
山
の
構
想
で
あ
る
。
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良奈

葉

山

の
小

椋
宛

書
簡

(葉
山
嘉
樹
未
発
表
書
簡
-
海
員
時
代

の
友
人

・
小
椋
甚

一
氏
宛
ー
」

『
民
主
文
学
』

昭
45

・
10
)
に

「
ど

う

や

ら

、

一
等

運

転

士

位

に

は

な

っ
た

ら

し

い

の

ね

」

(
大
15

・
10

・
21

消
印

)
と

あ

る
。

さ

ら

に

は

、
万

寿

丸

に
見

ら

れ

る

よ

う

な

}
形

で

の
闘

争

そ

の
も

の
が

・

万

字
丸

に
は
無

か

っ
た

の

で
あ

る

(浦
西

「
年
譜
」
)
。

で
は

、
実

在

の
小

椋

甚

一
か

ら

万

寿

丸

の
小

倉

を

造

形

し

て

い

っ
た
過

程

で

、

葉

山

は
小

倉

と

い
う
形

象

の
中

に
何

を
封

じ

こ
め

た

の
だ

ろ

う

か

。

既

に
述

べ
た

よ

う

に

「

『
淫

売
婦

」

を

害

い

た
時

の
思

ひ

出

L

や

「
獄

中

記

」

「
か

ら

う

か

が

え

る
葉

山

は

、
労

働

運

動

の
闘

士

た

る

こ
と

か

ら

来

る
家

庭

破

壊

に

苦

し

ん

で
お

り

、
社

会

正
義

に
私

的

世
界

の
す

べ
て

を
捧

げ

て

も
悔

い
な

い
と

い

っ
た

、
鉄

の
人

間

で

な

い

こ
と

は

明

ら

か

で
あ

る
。

葉

山

の
.士
供

に
対

す

る
愛

が

　
異
常

と

言

っ
て
も

良

い
程

に
激

し

い
も

の

で
あ

る

こ
と

は

・
葉

山

の
作

品

あ
」読

む

者

の
す

べ
て

が
感

じ

る

と

こ
ろ

で
あ

ろ

う

し

、
肉

親

へ
の
愛

が
葉

山

の
文

学

世
界

}「
を
…構
成

す

る
重

要

な

モ
チ

ー

フ
と

な

っ
て

い
る

こ
と

も
嗣

知

の
と

お

り

で
あ

る

、

「
民

雄

だ

ら

う
待

合

室

で
暑

さ

の
た

め
泣

き
喚

い
た
。

腸

を

断

た

れ

る

思

い
が

し

}
た
。

こ
ん

な

に
熱

い

ん

だ
も

の
。

湿

手

拭

で

、
止

め
度

も

な

く
出

る
涙

を
押

へ
て

ゐ

た
。

」

(
「
獄
中
記
」
大

12

.
8

.
9
)
、

「
嘉

坊

が
握

手

を

す

る

と

云

っ
て
手

を

一
幾

度

も

出

す

ん

だ
。

堪

ら

な

い

ぢ

や

な

い

か
。

」

(同
8

.
9
)
、

「
出

た

ら

ほ

ん

と

に

、
熱

い

キ

ス
を

(
喜
和
子

に
11
筆
音

)
与

へ
て

や

ら
う

」

(同

8

・
8
)

、

「
し

…
つ
か
り

頼

む
ぞ

、
き

わ
フ士
、

い

と

し

い

き

わ

子
。

愛

す

る

き

わ

子
。

一

日

快

悩

…
す
。

」

(同
9

.
3
)
こ

の

よ

う

な

記

述

に
も

、
獄

中

に

お

け

る
葉

山

の
肉

親

へ
の

…
愛

と

・

そ

の

よ

う

に
愛

す

る
肉

親

と
離

れ

て
暮

ら

さ

ね
ば

な

ら

な

い

こ
と

へ
の
苦

…
し

み

が
如

実

に
表

現

さ

れ

て

い

る

と
言

え

る

だ

ろ
う

・

}

葉
山
は
獄
中
に
あ

っ
て
・
愛
す
る
が
故
に

膚

・
家
族
の
暮
ら
し
振
り
に
つ
い

…
て
も

心

を
く

だ
か

ね
ば

な
ら

な

か

っ
た
。

先

に
抜

粋

し

た
獄

巾
・記

の

八
月

七

●
八

…一
日

、
九

月

三

・
⊥

八

∴

一
十

五

日

に
も

そ

れ

は
記

さ

れ

て

お
り

、

七
月

十

四

日

の

一

「
喜

和

子

よ
り

五
十

銭

差

し

入

れ

あ
り

」

(
こ
の
時
、
ジ

ャ
ム
パ
ン

一
個
25
銭

巨

「
獄

.
中
記
」
同
日
の
記
述

)
は

「
獄

巾

記

」

を
読

む
者

の
心

を
刺

す

も

の

で
も

あ

る
。

葉

山
の
留
守
家
族
の
暮
ら
し
振
り
に
つ
い
て
は

「
マ
ド

ロ
ス
と
鼠
」

(
『文
芸
公
論
』

昭
2
.
-
)
の
大
浦
仁
平

(小
椋
)
の
手
紙
に
よ

っ
て
も
う
か
が
え
る
。

橋
本

(葉

山
)
の
入
獄
を
知
ら
ず
久
し
振
り
の
再
会
を
楽
し
み
に
N
港

(名
古
屋
港
)
へ
寄
港

し
た
大
浦
に
、
妻
君
が
橋
本

に
代

っ
て
会
い
に
行

っ
た
。
そ
の
妻
君
を
見
て
船
員

た
ち
が

「
貴
下
の
庭
に
は
避
難
民
の
婦
人
が
お
見
え
に
な
り
ま
し
た
ね
」
豊
、肖
っ

凶

た

と

い
う

の

で
あ

る
。

こ

の

こ
と

で
も

明

ら

か

な

よ
う

に
、

家

族

達

が

困

窮

の

極

に
あ

っ
た

こ
と

は

十
分

に
知

れ

る

だ

ろ
う

。

獄

外

に
あ

る

こ
の

よ
う

な
肉

親

の

生

活

を

思

い
や

る
時

、
葉

山

は

や
り

切

れ

な

か

っ
た

に
違

い
な

い
。

「
二

三
日

会

ひ

に
来

ら

れ

ぬ

か
メ
。
知

れ

ぬ

、

そ

の
間

に
今

月
巾

(
の
生
活
費

り
筆
者
)
と

、

保

釈

金

の
⊥
面

を

す

る
」

(
㎜
獄
中
記
」

大
12

.
9

.
3
)
と

言

っ
て
帰

っ
た
喜

和

了

ら

の

こ

と

を
考

え

、
先

に
抜

粋

し

た
九

月

五
日

の
内
容

が
記

述

さ

れ

る

の

で
あ

る

。

こ

の

よ

う

な
葉

山

に

「
誰

が
殺

し

た
か

ア

」

の
次

の
部

分

に
見

ら

れ

る
よ

う

な

マ

イ

ホ

ー

ム
主

義

へ
の
傾

斜

は
有

り

得

な
か

っ
た

だ

ろ

う

か
。

父

は

、

「
か

う

し

て
嘉

和

を
愛

し

な
が

ら

、
平

和

な

、
平

凡

な
、
無

事

な
家

庭

生

活

を

途

つ
て
行

き

た

い
。

名

前

も

要

ら

な

い
。

た

だ
俺

を

こ

の
幸

幅

の
ま

、
、

そ
う

つ
と

し

て
置

い

て
呉

れ
。

f

供

を
愛

育

す

る

と
云

ふ
事

の
上

に
、
俺

の

∵
生
の
目

的

を
置

か

せ

て
呉

れ
」

と

、
誰

に

と
も

な

し

に
頼

む

や
う

な

氣
持

で
暮

し

て

ゐ

た
。

(
二
)

し

か

し

、
獄

中

の
葉

山

を
苦

し

め

る

の
は

決

し

て

こ
れ

だ
け

で
は

な

か

っ
た
。

愛

す

る
家

族

の
中

に

さ

え
、

彼

を

苦

し

め
る

も

の
が

あ

っ
た
。

そ

れ

は
妻

に
対

す

る
嫉

妬

心

で

あ
り

猜

疑

心

で
あ

っ
た
。

だ

が

、

こ

の
猜

疑

心

は
決

し

て
根

拠

の
無

馴

い
も

の

で

は

な
く

、

そ

の
故

に

一
層

深
刻

で

あ

っ
た
と

思

わ

れ

る

。

「
獄

中

記
[

(大

12

.
8

.
17
、
9

.
7
)

に

も

そ

の
片

鱗

は
う

か
が

え

る
が

、

こ

の
妻

喜

和

子

と

の
生

活

を

扱

っ
た

「
鼻

を
硯

ぷ

男
」

(
『
新
潮
』

昭
2

・
8
)

で
も

次

の
よ

う

に

描

い

て

い

る
、

幾

年

も

家

を

空

け

て
、

監

獄

に
暮

す

と

云

ふ
事

は
、

決

し

て
自

然

な
事

で

は

な

か

つ
た
。

そ

れ

は
私

に
と

つ
て
忌

々

し

い
堪

へ
切

れ

な

い
、

欝
陶

し

い
期

間
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で

あ

つ
た
。

き

よ

子

に

と

つ
て
も

同
様

に
焦

れ

つ
た

い
癌

に
障

る
事

だ

つ
た
。

そ

れ

に

、
私

た

ち

は
プ

ラ

ト

ニ
ッ
ク

な

ラ
ヴ

を

し

た
間

柄

で

は

な

い

の

で
、

そ

の
間

の
微

妙

な
問

題

も

、
娑

婆

に
残

つ
て

ゐ

る

き

よ

子

と

し

て

は

、
大

き

な

煩

悶

の

一
つ
に
違

ひ

な

か

つ
た
。

(
中
略
)

私

た

ち

の
後

を
受

け

て
活

動

し

た

K

と

、
き

よ

子

と

が

、
月

の

あ

る
晩

、

電

燈

を
消

し

て

巫
山

戯

て

ゐ

た

と

、
母

が
私

に
言

つ
た
。

が

、
私

は

K

と

き

よ

子

と

を
信

じ

て

、
母

を
信

じ

な

か

つ
た
。

(
八
)

ま

た

、
「
歪

み
く

ね

っ
た
道

」

(
『改
造
』

昭
7

・
2
)

に
お

い

て
も

、

「
波

田

が

木
曾
に
入
る

一
ヶ
月
許
り
前
、
未
決
監
か
ら
出
て
二
一二
日
後
」

の
出
来
事
-

妻

や
す
子
が
不
貞

の
雰
囲
気
が
感
ぜ
ら
れ
る
よ
う
な
家
出
を
し
た
ー

が
、

「
波
田

が

、
何

故

運
動

を

止

め

て
木

曾

へ
入

つ
た

か

、

と

い

ふ

こ
と

」

の

「
一
つ
の

ヒ

ン

ト
」

で

あ

る

と

い
う
形

で
描

か

れ

て

い
る
。

「
鼻

を
睨

ふ

男
」

に

し

て

も

「
誰

が

殺

し

た

か

?
」

「
歪

み
く

ね

っ
た
道

」

に
し

て

も

、

「
海

に
生

く

る
人

々
」

が

何

ら

か

の
体

験

を

も

と

に
葉

山

に
よ

っ
て

フ

ィ

ク

シ

ョ
ン
さ

れ

た

の
と

同

様

に
、

こ
れ

ら

の
作

品

も

そ

れ
ぞ

れ

に
、

葉

山

に
よ

っ

て
構

想

さ

れ

た

も

の

で
あ

る

こ
と

に
変

り

は

な

い
。

し

か

し

、

葉

山

の
文

学

活

動

の
初

期

の
作

品

で
、

名

古

屋

に

お
け

る
生

活

に
材

を
得

た

一
連

の
作

品

群

(
「
出

し
や
う

の
な

い
手
紙

」

((
『
文
章
往
来
』

大
15

・
2
〕)
「
遺
書
」

(作

品
集

『
淫
売
婦
』

大

15

・
7
春
陽
堂
))

「
迷

へ
る
親
」

((
『新
潮
』

昭
4

・
7
》
な
ど
が
そ
の
顕
著

な
も

の
と
考
え

ら
れ
る
)

に

は
、

家

庭

の
平

和

と
社

会

運

動

と

の
統

一
し

が

た

い
希

求

の
相

克

に

悩

ん

だ
原

体

験

の
生

々

し

い
余

韻

を
伝

え

る

も

の
が

多

い

こ
と

も
事

実

で
あ

る

。

(
四
)

さ
て
、
獄
中
の
葉
山
の
内
面
に
つ
い
て
見
て
来
た
が
、
葉
山
は
こ
の
よ
う
な
労

働
運
動

の
戦
線
か
ら
の
後
退
を
強
い
る
要
因
を

一
方
に
持
ち
な
が
ら
、
ま
た
も
う

一
方
で
は
、
獄
中
に
あ

っ
て

『資
本
論
」

『国
民
経
済
学
講
話
』

『
唯
物
史
観
研

い究
」
等

々
を
メ
モ
を
取
り
な
が
ら
読
み
進
め
、
自
己
の
階
級
的
情
熱

に
油

を

注

ぎ
続
け
て
も
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
、
簡
単

に
は
統

一
し
得
な
い
二
つ
の

方
向

(そ
れ
は
ど
ち
ら
も
葉
山
に
と

つ
て
真
実
な
る
も
の
な
の
だ
が
)

へ
裁
断
さ
れ
た
葛

藤
を
外
化
し
客
体
化
し
て
ゆ
く
過
程
が
、
実
は
、
実
在
の
小
椋
甚

一
を
モ
デ
ル
に

し
て
、
小
倉
と
い
う
形
象
を
造
形
し
て
ゆ
く
過
程
と
も
な

っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。

小
倉
は

一
見
、
階
級
意
識
に
立

っ
た
か
の
観
を
呈
し
て
登
場
す
る
。
藤
原
と
の

会
話
で

「
僕
等
は
、
僕
等
と
し
て
の
意
識
を
持

つ
必
要
が
生
じ
て
來
る
ん
だ
」
と

言

い
、
さ
ら
に
続
け
て
、

資
本
家
や
、
資
本
家
の
懊
儲
共
が
、
商
品
を
濫
造
す
る
や
う

に
、

濫

造

し

た
、
出
來
合

の
御
用
思
想
だ
け
が
、
思
想
だ
と
思
ふ
こ
と
を
止
め
て
、
僕
等
に

や
僕
等
の
考

へ
方
、
行
ひ
方
が
あ
る
こ
と
を
ハ
ッ
キ
リ
知
ら
な
き
や
な
ら
な
い

ん
だ
。
(七
)

と
言

っ
て
も
い
る
。
小
倉

の
こ
の
意
識
は
、
言
葉
自
体
と
し
て
は
、

「
海
に
生
く

る
人
々
」

の
闘
争
の
破
綻
に
際
し
て
叫
ぶ

「
俺
等
の
こ
と
な
ら
お
世
話
に
や
な
ら

な
い
や
。
道
が
異

つ
て
る
ん
だ
か
ら
な
あ
。
」
(四七)
と
い
う
波
田
の
意
識
、
さ
ら

に
は

「
私
は
多
く
の
怒
り
と
感
謝
と
を
、
最
初
の
未
決
で
學
ん
だ
。
私
は
感
謝
す

る
か
怒
る
か
、
そ
の
二
つ
の
感
情
以
外
に
は
何
に
も
持

つ
て
は
な
ら
な
い
事
を
學

ん
だ
」

「
二
つ
の
無
限
の
行
列
は
猫
房
の
前
か
ら
、
監
獄
の
庭
を
通
り
、
門
を
出

て
、
内
地
か
ら
海
を
越
え
て
、
世
界
の
果
ま
で
績
い
て
ゐ
る
の
だ
つ
た
。」

(
「誰

が
殺
し
た
か
?
」
(三)
)
に
通
じ
る
意
識
で
も
あ
る
。

つ
ま
り
、
支
配
階
級
の
伝
統
が

歴
史
的
に
築
き
続
け
た
価
値
の
体
系
と
は
別
な
、
労
働
者
自
身
の
価
値
観
や
歴
史

認
識
を
持
た
ね
ば
な
ら
な
い
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
見
て
来
る
と
、

小
倉
は
既
に
意
識
に
目
覚
め
た
存
在
な
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
藤
原

の

「
ど
う
し

て
、
そ
れ
を
考

へ
、
ど
う
し
て
そ
れ
を
知
れ
ば
い

＼
ん
だ
」
と
い
う
問
い
に
対
し

て
は

「
そ
れ
は
飴
り
困
難
な
問
題
だ
。
僕
は
そ
れ
で
…悩
ん
で
る
ん
だ
」
(七)
と
答
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大良奈

ん
ぎ
る
を
得
な
い
。
こ
の
こ
と
で
も
わ
か
る
よ
う
に
、
小
倉
は
概
念
と
し
て
労
働

者
の
論
理
的
基
盤
を
知
り
な
が
ら
、
そ

の
内
実

に

つ
い

て

は
、
未
だ
具
体
的
に

把
握
し
得
て
い
な
い
存
在
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
ブ
ル
ジ
.
ア
の
価
値
の
体
系
を
否

定
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
意
識
に
止
ま
り
、
自
ら
の
価
値

の
体
系
を
未
だ
持

ち
得
て
い
な
い
、
あ
る
い
は
、
否
定
し
よ
う
と
し
な
が
ら
ブ
ル
ジ

.
ア
の
価
値

の

体
系
に
規
制
さ
れ
て
い
る
人
物
な
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
小
倉
は
、

「
サ
ン
パ

ン
止
め
」

の
深
夜
の
横
浜
港
内
を
船
長

の
私
的
欲
望
の
た
め
に
サ
ン
パ
ン
を
漕
が

さ
れ
な
が
ら
、
自
己
の
内
部
に
揺
れ
動
く
階
級
意
識
と
事
大
主
義
的
な
意
識
と
を

見

つ
め
て
い
る
。

人
間
は
、
命
令
を
好
む
も
の
だ
。
命
令
の
下
に
は
総
て
の
人
間
が
死
に
得
る

が
、
自
分
か
ら
は

一
人
の
人
間
も
、
よ
く
自
分
を
殺
し
得
な
い
も
の
だ
。

(中

略
)
奴
隷
の
歴
史
を
讃
ん
で
、
そ
の
主
人
の
暴
虐
に
憤
る
前
に
、
人
は
、
そ
の

奴
隷
の
無
智
と
、
無
活
氣
な
る
を
慨
か
な
い
だ
ら
う
か
。
わ
れ
ら
、
賃
銀
勢
働

者
も
、
奴
隷
の
や
う
に
、
農
奴
の
や
う
に
、
わ
れ
等

の
子
孫
を
し
て
拳
を
握
ら

し
め
な
い
で
あ
ら
う
か
。
そ
れ
は
、
人
間
の
力
を
以
て
は
、
意
思
の
力
を
以
て

し
て
は
、
い
か
ん
と
も
な
し
難
い
処

の
も
の
で
あ
る
か
。

俺
が
、
人
類

の
晦
史
を
見
て
泣
く
や
う
に
、
俺
は
又
泣
か
ね
ば
な
ら
ぬ
席
史

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

を

、
書

き

足

し

つ

＼
あ

る

の
だ

。
俺

は

、

さ

う

云

ふ
汚

れ

た

歴

史

に
邪

魔

者

と

し

て

入

る

こ

と

は

、
今

ま

で
能

き

た

の
だ

。

又

今

で
も

出

來

る

の
だ

。

だ

が

、

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

　

そ
れ
が
能
き
な
い
庭
に
人
類
の
歴
史
が
汚
さ
れ
る
や
う
な
大
・.、、な
結
果
が
持
ち

上
る
の
だ
。
だ
が
、
血
と
肉
と
で
積

み
上
げ
ら
れ
た
歴
史
は
、
そ
の
生
瞥
が

甚

し
か
つ
た
だ
け
、
そ
れ
だ
け
美
し
い
花
が
険
く
ん
だ
。
歴
史
が
行
く
道
を
俺
は

つ
い
て
行
き
、
そ
の
歴
史
の
櫓
を
押

せ
ば
い

・
の
だ
。

(エハ

傍
点
筆
者
)

こ
こ
に
見
ら
れ
る
小
倉
の
内
面
の
動
き
は
、
自
ら
死
を
決
す
る
こ
と
の
出
来
な
い

自
分
が

「
75
れ
た
歴
史
の
邪
魔
者
と
し
て
入
る
こ
と
」
の
代
り
に
、

「
人
類
の
歴

史
」
の

「
生
警
」

の
側
に
身
を
置
く
こ
と
の
中

に
、
消
極
的
な
歴
史

へ
の
参
画
を

見
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
知
識
と
し
て
の
階
級
意
識
と
大
勢
順
応
的
な
事
大

主

義

の
意

識

と

を

、
消

極

的

で

は

あ

る

に
し

て
も
統

一
し

よ

う

と
す

る
も

の
な

の

で
あ

る
。

葉

山

は

「
海

に
生

く

る
人

々
」

執

筆

以
前

、
大

正

十
年

の

『
名

古

屋

新

聞

」

(
6

.
10
)
に

「
工
場

の
窓

よ
り

(
一)
」

(清
水
茂

「
名
古
屋

の
労
働
運
動
と
葉
山
嘉
樹

(
多
、
の

一
)
」
)
を
載

せ

て

い

る
が

、

そ

れ

は

、

「
海

に
生

く

る
人

々
」

の
藤

原

の

回

想

の
部

分

や

「
誰

が

殺

し

た
か

?
」

(
二
)

に
も

扱

わ

れ

て

い

る
名

古

屋

セ

メ

ン

ト

会
社

工

務
係

時

代

に
体

験

し

た

、
村

井

庄

吉

の
防

塵

室
転

落

事

件

(大

10

・
5

・

19

浦
西

「
年
譜

」
)
と

そ

の
事

件

の
処

理

に

か

か
わ

っ
て
誠

首

さ
れ

た

自

己

に

つ

い
て

の
感
想

と
言

え

る

よ

う

な
文

章

で

あ

る
。

そ

の
文

章

で
葉

山

は

、

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

兄

弟
・よ
。

十
字

架

を
負

う

て
逝

け

る
兄

弟

(村
井
庄
吉
を
指
し
て
い
る
も
の
と
思

わ
れ

る

、
筆

κ
)
と

、

そ

の
遺

族

の

た
め

に
わ

れ
等

の
味

方

に

な

っ

て

奮

闘

し

た

、

一
人

の
算

盤

玉

(葉
山
自
身
を
指
す

り
筆

音
)

は

、

工
務

課

か
ら

排

斥

せ
ら

れ
、

主

脳

者

に

よ

っ
て
首

が

、

そ

の
あ

る

べ
き

慮

以
外

に
陞

か

れ

や
う

と

し

て

ゐ

る

の

だ
。

兄

弟

よ

。

わ

れ
等

の
肉

と

血

潮

の
上

に
、
脂

切

つ
た
肉

膿

と
、

そ
れ

を

包

む

華

美

な
衣

服

と

、

荘

大

な

る
邸

宅

を

載

せ

て

、
悦

樂

を

食

る
資

本

家

に
反

抗

し

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

て
は
な
ら
ぬ
。
わ
れ
等
は
絶
対
に
無
抵
抗
主
義
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。
若
し
反

抗
を
試
み
る
な
ら
ば
、
首
の
周
り
に
鐵
の
柵
を
結
ゐ
廻
し
て
か
ら
に
す
る
が
い

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

い
。
又
は
、
わ
れ
等
及
そ
の
家
族

の
胃
の
胸
と
腸
と
を
切
開
除
去
し
た
後
に
す

ヘ

ヘ

ヘ

へ

ぐ
ラ

ヘ

へ

　

る

カ

し

し

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

兄
弟
よ
!

お
と
な
し
く
暴
風
雨
の
過
去
る
の
を
待
た
う
。
希
望
と
憧
憬
と

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

を

以

て
、

鰭

て
來

る
理

想

の
暖

か

い
光

を
待

た
う

。

(傍
点
筆
者
)

と

述

べ

て
結

ん

で

い

る
。

こ

の
結

語

に
見

ら

れ

る
葉

山

の
意

識

と

、

先

の

小

倉

の
歴

史
観

(存
在
認
識

)
と

の
間

に

は
、

キ

リ

ス
ト
教

的

終

末

観

・
あ

る

い
は

パ

ラ

ダ

イ

ス
指
向

と

言

え

そ

う

な

発

想

が

こ
と
ば

と

し

て
記

さ

れ

て

い
る

か
否

か
と

い

う

細

部

の
違

い
は

あ

る

に
し

て
も

、
両

者

が

共

通

し

て
、

歴

史

変
化

の
法

則

に
対

す

る
楽

天

性

を

感

じ

さ

せ

る

こ
と

は
興
味

深

い
こ
と

で
あ

る
。

そ

し

て

、

こ

の
楽
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天
的
な
歴
史
観
に
立

っ
て
、
葉
山
は
小
倉
の
統

一
し
難
い
葛
藤
を
統

一
さ
せ
て
し

圖

ま

っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

先
の
小
倉
の
意
識
と

「
工
場
の
窓
よ
り
」
と
の
間
に
は
二
年
の
隔
り
が
あ
る
。

そ
し
て
こ
の
二
年
の
間
に
愛
知
時
計
電
機
争
議
の
指
導

・
検
束

・
未
決
入
監

・
服

役
等
の
経
験
を
し
た
の
で
あ
り
、
二
つ
の
意
識
を
無
条
件
に
短
絡
さ
せ
る
こ
と
は

出
来
な
い
だ
ろ
う
。
が
、
大
正
十
三
年
十
月
の
巣
鴨
刑
務
所
服
役
を
間
近
に
控
え

た
葉
山
の
家
庭
を
扱

っ
た
と
思
わ
れ
る

「
別
離
」

(
『若
草
』

昭
2
.
10
)
に

母
や
、
女
房
や
、
子
供
な
ど
に
大

し
て
愛
着
を
持

つ
て
ゐ
な
け
れ
ば
、
又
、

始
末
も
い

＼
の
だ
つ
た
が
、
家
庭

の
事
と
な
る
と
、
連
も
涙
も
ろ
い
彼
で
あ
つ

た
。
そ
の
黙
で
、
彼
は
、
耐
會
主
義

者
に
な
つ
た
事
を
後
悔
し
て
ゐ
た
。

杜
會
主
義
者
に
な
り
さ

へ
し
な
か

つ
た
ら
、
か
う
も
苫
勢
を
し
な
く
て
も
濟

ん
だ
で
あ
ら
う
に
、
と
絶
え
ず
、
彼
は
思

っ
た
。

と
毒
き
記
し
て
い
る
こ
と
は
、
入
獄
や
社
会
運
動
と
家
庭
と
の
か
か

わ

り

に

つ

い
て
の
葉
山
の
感
想
と
し
て
無
視
出
来

な
い
も
の
と
思
わ
れ
る
。
小
倉
の
形
象
に

戻

っ
て
、
小
倉
の
形
象
に
つ
い
て
は

「
知
識
は
あ
り
な
が
ら
、
身
に
し
み
つ
い
た

事
大
主
義
的
根
性
の
た
め
に
体
制
順
応

に
終
始
し
が
ち
な
」

「
大
正
前
期
か
ら
後

期
」
の
労
働
運
動
界
の

一
タ
イ
プ
と
し

て
造
型
さ
れ
た

(木
村
幸
雄

「
『海
に
生
く

る
人
々
』
'、3

め
ぐ
っ
て
」
『
日
本
近
代
文
学
』
16
号

昭
47
・
5
)
と
い
う
見
方
も
あ
る
。

結
果
と
し
て
の
作
品
を
歴
史
に
位
置
づ

け
れ
ば
こ
の
よ
う
な
こ
と
に
な

っ
て
来
よ

う
が
、
そ
の
形
象

の
造
型
過
程
を
考
え
る
と
玉・・、
果
し
て
葉
山
が
、
小
倉
を
こ
の

よ
う
に
客
観
視
し
得
た
か
ど
う
か
疑
い
が
残
る
の
で
あ
る
。
既
に
見
た
と
お
り
、

小
倉
の
事
大
主
義
は
、
彼
が

「
一
村
の
運
命
を
担

つ
て
」
(
一七
)
い
る
こ
と
に
起
因

す
る
が
、
小
倉
の
転
身

へ
の
最
後
の
た
め
ら
い
を
、

「
僕
が
今
職
業
を
失

へ
ば
、
僕
の
故
郷
で
は
、
ど
ん
な
に
嘆
く
か
知
れ
や
し

な
い
よ
。
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
ん
だ
。
僕

の
家
で
は
食
ふ
物
に
困

つ
て
し
ま
ふ

ん
だ
/
」
小
倉
は
感
情
が
昂
ぶ
つ
て
來
た
。
彼

の
頭

に
は
、
彼
が
村
を
去
る
時

の
悲
痛
な
光
景
が
涙
に
曇

つ
て
浮
ん

で
來
る
の
で
あ

つ
た
。
(三
三
)

と
描
く
時
、
こ
の
小
倉
の
内
面
に
映
ず
る
故
郷
の
村
の
姿
に

は
、

葉

山

が

「
娑

婆
」
に
残
し
て
来
た
家
族
の
姿
が
重
ね
ら
れ
て
い
た
に
違
い
な
い
。

し

た

が

っ

て
、
葉
山
が
藤
原
の
理
論
に
よ
っ
て
小
倉
を
否
定
し
た
こ
と
は
、
小
倉
の
形
象
を

通
じ
て
客
体
化
し
た
自
己
内
部
の
迷
い
を
否
定
す
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
は
社
会

運
動
の
た
め
に
家
族
的
幸
福
を
捨
て
る
と
い
う
自
己
に
向
け
て
の
決
意
表
明
で
も

姻

あ

っ
た

と
言

え

る

だ

ろ
う

。

し

か

し

、

「
獄

中

記

」

(大

12

・
9

・
28
)

に

「
全

く

淋

し

い
。

人

間

は
理

論

一
点

張

り

で

は

い

か

ぬ
。

感
情

が
非

常

な
力

を
持

つ
て

ゐ

る
。

矢

つ
張

り

俺

は
作

家

だ
。

実

際

家

で

は

な

い
。

」

と
も

記

し

て

い

る
。

獄

中

に

あ

っ
て

メ

モ
を
取

り

な
が

ら

読

書

し
思

索

し

た
、

そ

の
結

果

の
理

論

的

倒

達

点

が
藤

原

の
口

に

す

る
理

論

と

し

て
語

ら

れ

て

い

る

の

で
あ

ろ

う
。

か

つ
て
文

体

的

圓

に
藤
原
を
分
析
し
た
折
に
も
、
藤
原
を
描
く
文
体
に
限

っ
て
葉
山
的
ダ
イ
ナ
ミ

ズ
ム
が
見
ら
れ
な
い
こ
と
を
指
摘
し
た
が
、
藤
原
に
関
す
る
文
体
が
そ
う
し
た
様

相
を
呈
し
て
い
た
の
は
、
藤
原
の
形
象
の
造
型
過
程
が
こ
の
よ
う
な
も
の
で
あ

っ

た
こ
と
に
起
因
し
て
い
た
か
ら
な
の
だ
ろ
う
。
と
は
言
え
、
藤
原
の
形
象
が
葉
山

を
全
く
離
れ
た
と
こ
ろ
に
形
造
ら
れ
た
と
言
う
の
で
は
な
い
。
体
験
の
集
積
か
ら

搾
り
出
さ
れ
た
素
朴
な
正
義
感
や
、
宗
教
的
発
想
か
ら
の
存
在
認
識
に
端
を
発
す

個

る
階

級

観

と

い

っ
た
立

場

で
も

っ
て

、

さ
ら

に
在

る

べ
き
姿

を
理

論

的

に
整

序

し

て

行

っ
た
結

果

が
藤

原

で

あ

る

と

い
う
意

味

で
、
葉

山

の
内

面

と

か

か

わ

っ
て

は

い
る

の
で

あ

る
。

し

か

し

、

「
海

に
生

く

る
人

々
」

に
よ

っ
て

、
自

己

内

部

の
葛

藤

に

一
応

の
決

定

を
下

し

た

に
も

か

か

わ

ら
ず

、

先

の

「
獄

中

記
」

(大

12

・
9

・
28
)

の
記
述

に
も

あ

っ
た
如

く

、

ま

た
名

古

屋

刑

務

所

出
獄

後

(大

12

.
10

・
ヒ

旬

)

、
家

族

と

と

も

に
大

同
電

力

工
事

現

場

の
張

付

け
と

し

て
木

曽

の
須
原

に
住

み
込

ん

で
し

ま

っ
た

、

(
同
年
十

一
月
下
旬

)
と

い
う

よ
う

な

一
連

の
葉

山

の

言

動

を

見

て

い

る
と

、

藤
原

・
小

倉

が
共

に
葉

山

の
内

面

に

か
か

わ

り

つ
つ
造

型

さ

れ

た

形

象

で
あ

り

な

が

ら

、

小
倉

の
形
象

が

い
か

に
深

く
葉

山

の
内

面

と

か
か

わ

っ

て

い

た
か

を

知

る

こ
と

が

出

来

る
だ

ろ

う

。
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大良奈

小
稿

で
は
主
と
し
て
小
倉
の
形
象

に
関
連
す
る
問
題
点
に
限
定
し
て
、

「
海

に
生
く
る
人
々
」
の
成
立
に
か
か
わ
る
背
景
を
考
察
し
て
み
た
。

「
海
に
生
く

る
人
々
」
の
思
想
方
面
に
関
し
て
は
、
葉
山
の
思
想
形
成
過
程
と
の
関
連
に
お

い
て
考
察
す
る
予
定
な
の
で
、
こ
こ
で
は
触
れ
な
か

っ
た
。

注

1
、

「
『
海

に
生
く
る
人

々
』

の
改
題

・
改
稿

・
発
表
経
過
等

に
つ
い
て
」

(
関
西
大

学

『
国
女
学
』
47
号

昭

47

・
9
)
、

「
葉
山
嘉
樹
年
譜

」

(
『
葉
山
嘉
樹
」

昭

48

・
6

桜
楓
社

)

2
、

「
Ω
削
略
)
職

工

ノ
ァ
ル
爵
ガ
且
ハ
ノ
様
ナ
珪
ハ済
組
ム
ロ
ヲ
作

ル
ヨ
リ

ハ
大
キ
ナ
友
愛

会

二
加
入

シ
タ
方

ガ
宜

イ
ト
申

シ
タ
ノ
デ
私

モ
夫

レ
ガ
宜

カ

ロ
ウ
ト
思

ヒ
其

ノ
紹

介

ノ
労

ヲ
執

ル

コ
ト

ニ
+
ツ
タ

ノ
デ

ア
リ

マ
シ
タ

(後
略

)
」
と
陳
述

し
て

い
る
。

3
、
鶴
田
知
也

の
談
話

「
葉
山
嘉
樹

の
こ
と
」

(
『プ

ロ
レ
タ
ーー
ア
女
学
研
究
』

昭

41

・
10

芳
賀
書
店

)
に
よ
れ
ば
、
鶴
田
は
中
学
時
代

(
大

9

豊
津
中
学
校
卒

業
)
に
未
だ
戸
畑

に
居
た
葉
山
か
ら
、
戸
畑
で
の
女
芸
講
演
会
で

]
自
樺
批
判
を

や
れ
」
と
言
わ
れ
た
と
の
こ
と
。
葉
山
は

「
ト
ル
ス
ト
イ
に
凝

っ
て

い
た
と

い

っ

て
も
白
樺

に
は
反
対

で
」
「
白
樺

に
対
抗
し
て
や
ら

な
き

ゃ
い
か
ん

と
大
分
激
励
」

し
た
ら

し
い
。
し
か
し
、

「
工
場
の
窓
よ
り
」

(
『
名
古
屋
新

聞
』

大

10

・
6

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

・
13
)
に
は

「
わ
れ
等

は

『
人
類
の
理
想
』

へ
向

つ
て
進
み
得

る
の
で
あ

る

(傍

点
筆
者

)
。
」
と
見
え
る
こ
と
か
ら
想
像
す

る
と
、
白
樺

派
的

な
も

の
を
批
判

し

な
が
ら
も
影
響
は
受

け
て

い
た
と
言

え
そ
う

で
あ
る
。
ま
た
、

こ
の
頃
は
大

正
デ

ニ
、
ク
ラ
シ
ー
の
全
盛
期

で
あ
り
、
吉
野
作
造

の
民
本
主
義

や
阿
部
次
郎
ら
の
人
格

主
義

・
教
養
主
義

と

い
っ
た
も
の
か
ら

の
感
化
も
あ

っ
た
と
思
わ
れ
る
。
さ
ら

に

鶴
田
は
同
じ
談
話

の
中

で
、
鶴

田
の
実
父
高
橋
席
太
郎
か
ら
葉
山
が

ト
ル
ス
ト
イ

の
キ
リ

ス
ト
教

を
学
ん

で
い
た
ら

し

い
こ
と
を
伝

え
て
お
り
、
葉
山

の
思
想
的
立

場
は
複
雑

に
構
成
さ
れ
て

い
た
よ
う
だ
。
先

の

「
労
働
者
と
し
て

の

立

場
」

に

は
、
次

の
よ
う
な
部
分

が
見
ら
れ

る
。

◎

わ
れ
等

は
迷

へ
る
人
類

の
運
命
を
背
負

つ
た
父
で
は
な

い
か
。
高
き
理
想
、

光

あ
る
淋

の
國
を
常

に
見

て
、
如
何

な
る
道
が
眞
に
神

の
國

へ
の
道

で
あ
る
か

を
謬
ら
な

い
や
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら

ぬ
。

◎

世

は
恐

る
べ
き
死
の
結
果
を
招
來
す

る
の
で
あ
る
。
破
壊
的
廿99
命
、
何
物

を

も
建
設
せ
ぎ
る
絶
望

な
る
最
後
の
日
が
來
る
の
で
あ
る
。

◎

人
灌
縦
踊
が
神

の
國

へ
到

る
の
道

で
な
く
て
、
温
健
な
る
勢
働

運
動
が
、

そ

れ

の
み
が
人
道

で
あ
る
所
以
を
示
す

べ
き
で
あ
る
。

4
、
葉
山
の
入
獄
歴

は
愛
知
時

計
電
機
争
議
に
よ
る
未
決
収
監

(大

10

・
10

・
5
～
同

11

.
中
旬

)
、
同
既
決
服
役

(大

11

・
5
～
同

7
)
、
名
古
屋
共
産
党
事
件

に
よ

る
未

決
収
監

(
大

12

・
6

・
28
～
同
11

・
下
旬

)
、
同
既
決
服
役

(
大
13

・
10
～

大

14

.
3

以
上
浦
西

「
年
譜
」
)
と

い
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

叫
『
淫
売
婦
』

を
書

い
た
時

の
思
ひ
出

」
は
、
大
正
十

二
年
の
未
決

に
関
す
る
も
の
で
あ
り
三
度

目
の
入
獄

に
つ
い
て
の
思

い
出
と

い
う

こ
と
に
な
る
。

「
こ
の
四
年
、
毎
年

一
度

監
獄

に
」
と
あ
る
の
は
、
葉
山
の
閥
違

い
な
の
か
、

こ
の
文
章
を
書
く
段
階
で
の

記
憶

の
錯
誤

な
の
か
。

5
、
小
椋
甚

一
氏
の
直
話
や
私
信
に
よ
る
と
、
氏

は
鳥
取

・
岡
山
県
境

の
人
形
峠
近
く

の
村

の
出
身

で
、
木
地
師

の
伝
統

を
持

つ
旧
家

で
あ
る
ら

し

い
。

こ
の
村

は
、
当

時

炭
焼
き
と
牧
畜

(
牛
)

に
生
計
を
頼

っ
て
お
り
、
こ
の
よ
う
な
生
業

の
ゆ
え

に

山
林

に
対
す

る
経
済
的

な
依
存
度
は
実

に
大
き
か

っ
た
。
と

こ
ろ
が
、
明
治
三
十

年
代
前
半
頃
、
岡
山
県
側

の
営
林
所
か
ら
山
林
宮

が
や

っ
て
来
、
木

を
伐
採
す
る

こ
と
を
禁
ず

る
杭
を
勝
手

に
打

っ
て
帰

っ
た
ら
し

い
。
小
椋
氏
は
私
信

に
当
時

の

村

と
国
有
林

に
つ
い
て
以
下

の
よ
う
に
伝
え
て

い
る
。

山
林
国
有
化

に
つ
い
て
村
民
の
経
済

に
及
ぼ
す
影
響
、
そ
れ
は
極
め
て
大
き

い
も

の
で
す
。
と
申

し
ま
す

の
は
貧
農
は
私
有
林
が
な
く
、

一
年
分

の
薪
炭
は

村

の
共
有
林

を
伐
採

し
て
倶
た
も
の
で
す
。
ま

た
私
有
林

が

い
く
ら
あ

っ
て
も

牛
馬

の
飼

料
た
る
草

を
刈

る
の
は
共
有
の
山

で
す
。

(村

は
牛

の
産
地
で
す

)

現
金
収
入
を
得

る
途

は
炭
焼
業
の
ほ
か
に
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
が

で
き
な
く
な

っ
た
。

(中
略

)
こ
の
杭
打
ち
の
際
私
の
伯
父
が
神
経
病

を
起
し
ー
今

で
い
う

ノ
イ

ロ
ー
ゼ
と

い
う

の
で
し

ょ
う
か
i
寝

込
ん

で
し
ま

っ
た
と

い
う
話
は
有
名

な
語
り
草

と
し
て
残

っ
て

い
る
程

で
す
。
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6

、

葉
山

が
小
倉

の
出
自

に

つ
い
て
描

い
た
程

で
は
な

い
に
し
て
も
、
山
林
国
有
化
が

村
人

の
経
済
生
活
に
与

え
た
影
響
は
決
し
て
小
さ
く
な
か

っ
た
わ
け

で
あ
る
。

こ
の
山
林
国
有

化
に

つ
い
て
簡
単

に
触

れ
る
と
明
治
六
年
の
地
祖
改
正
法

に
端

を
発

し
、
地
租
増
収
の
た
め
私
有
制
確
立
の
必
要

に
せ
ま
ら
れ
た
政
府

は
、
江
戸

期
以
来

の
ア
ジ
ア
的

な
入
会
慣
行
地
を
も
私
的
所
有
権

の
明
確
化

と

い
う
形

で
機

械
的

に
処
理

し
て

し
ま
お
う
と
し
た
。
し
か
し
政
府

の
こ
の
方
針

が
徹
底
す

る
の

は
明
治
三
十

二
年

の
国
有
林
野
法

(
3

・
23
)
国
有
土
地
森
林
原
野
下
戻
法

(
4

・
18
)
の
公
布
以
後

で
あ
る
。
中
村
吉
治

「村
落
構
造

の
史
的
分
析

」

(昭

41

.

6

日
本
評
論
社

)
に
は
岩

手
県

・
煙
山
村

に
つ
い
て
の
克
明
な
調
査
が
報
告
さ

れ
て

い
る
。
岩
予
と
山
陰
地
方

で
は
若
干
事
情
も
異

る
だ
ろ
う
が
、
巾
村

は
林
野

庁

の
次

の
よ
う
な
報
告
を
引

い
て

い
る
が
興
味
深

い
内
容

で
あ
る
。

「
當
時
部
落

の
共
謀

に
よ
る
盗
伐
が
頻
獲

し
て

い
る
。
當
時
當
番

の
よ
う

に
し
て
部
落
の
若

い

者
が
犠
牲
者

と
な

っ
て
入
牢

し
、
そ
の
あ
と
の
生
活
を
部
落
全
膿

で
引
受
け
た
と

い
う

の
で
あ
る
」

「
海

に
生
く
る
人

々
」

に
も

「
村

の
者

は
森
林

の
産
物
を
そ
の
生
活
資
料
と
し

て
ゐ
た
。
所
が
そ
れ
等

の
森
林
は
国
有
林

に
な

つ
て
終

つ
た
。
そ
こ
で
、
そ

の
村

の
者

は
、
監
獄

へ
行
く
か
、
餓

ゑ
る
か
と
云
ふ
二

つ
の
道

の
ど
ち
ら
か
を
取

る
や

う
に
彊

ひ
ら
れ
た
。
」
と
あ
り
、
よ
く
似
た
事
情
が

あ

っ
た
の
か
も
知

れ
な
い
。

小
椋
氏

の
直
話

に
よ
る
と
、
当
時
商
船
学
校
卒
業
者

に
は
外
洋
航
路
の
船
長
資
格

た
る
甲
種
免
許
が
与

え
ら
れ
て

い
た
。
と

こ
ろ
が
小
椋
氏

の
よ
う
な
実
地
か
ら
叩

ヘ

へ

き
あ
げ
ら
れ
た
者
は
汽
船

甲
種
免
許

し
か
取
れ
ず
、
商
船
学
校
卒
業
者
と
の
間

に

区
別
が
設
け
て

あ

っ
た
ら
し

い
。
そ
し
て
、
小
椋

氏
の
よ
う

な

コ
ー
ス
か
ら
甲
種

免
許
を
取
得
す

る
に
は

一
年
問
の
横
帆
装
置

(帆

ゲ
タ
が
横

に
走

っ
て

い

る

も

の
)

の
あ
る
船

へ
の
乗
船
歴
を
要

し
た
ら

し
い
。
こ
れ
が

「
そ
れ

に

必

要

な

履

歴
」

で
あ
る
。
小
椋
氏

は
そ

こ
で
順

宝
丸

と

い
う
外
洋
帆
船

に
乗
り
組

み
、

マ
ー

シ

ャ
ル
群
島

な
ど

南
洋
航
路

に
出
か
け
た
。
と

こ
ろ
が
帰

っ
て
み
る
と

日
本
郵
船

が
こ
の
航
路
を
汽
船

の
航
路
と

し
て
開
く
こ
と
に
決

つ
て

い
た
。
小
椋
氏
ら

の
帆

船

は
お
払

い
箱
と
な
り
、
山

口
県

の
買
主
の
も
と

へ
移
送
す

る
こ
と
と
な

っ
た
。

小
椋

氏
が

こ
の
移
送

に
乗

り
組
ん
だ

の
は
、
甲
種
免
許
を
取

る
た
め
に
必
要

な
乗

船
歴

が

一
年

に
若
干
足
り
な
か

っ
た
か
ら

で
あ

っ
た
。
と

こ
ろ
が
こ
の
航
海

で
小

椋

氏
は
二
度
目

の
沈
没
を
経
験

し
た
。
大

正
四
年
、
紀
淡
海
峡

で
春
洋
丸
と
衝
突

し
、

(順
宝
丸
は
帆
船

で
木
造
だ

つ
た
の
で
)
真

二
つ
に
な

っ
た
ら

し

い
。

こ
の

船

が
真

二
つ
に
な

っ
て
し
ま

っ
た

こ
と

に
つ
い
て
は
、
波
田

の
沈
没
経
験

に

コ

度
は
胴

つ
腹

を
乗
り
切
ら
れ
」

(四
)
と
生
か

し
て

い
る
。

7
、
他
の
書
簡

(大

15

・
12

・
8
付
)

で
も
、

気

の
小
さ

い
小
椋
君
、
正
直
も

の
～
小
椋
君

。
僕
は
又
、
君
が

一
セ
ー
ラ
ー

と

し
て
の
葉
山

で
な

し
に
、
社
会
主
義
作
家
と
し
て

の
葉
山

と
、
交
際
す

る
の

を
遠
慮
し
、
危
惧

し
て
ゐ
る
の
で
は
な
い
か
と
思

っ
た
。
そ
う
す

る
事

に
理
由

が
無

い
事

も
な

い
か
ら
ね
。

と
記

し
て

い
る
。

8
、
小
椋
氏
宛
書
簡

(
昭
2

・
1

・
26
付

)

に

「
君

に
貰

っ
た
手
紙
と
、
新
聞
と
を
切

り
抜

い
て
、
正
月

の
文
芸
公
論

で
発
表
し
た
が
」
と
言

っ
て
お
り
、

「
マ
ド

ロ
ス

と
鼠
」
の
成
立
経
緯
が
わ
か
る
。
小
椋
氏

の
直
話

の
中
で
も

「
避
難
民
の
婦
人
」

云
々
と

い
う
形
容
を
聞

い
た
。
ま

た
、
次
男
民
雄

を
つ
れ
嘉
和
子
が
名
古
屋
港
寄

港
中

の
小
椋
氏

を
訪
れ
た
の
は
大
正
十

一
.年
九
月
十
四

・
五
日
頃

の
こ
と
ら
し
い
。

9
、
浦
西

「
年
譜

」
に
は
次

の
よ
う
に
あ
る
。

喜
和
子
と
金
子
兼
太
と

の
恋
愛
ぽ

、
葉
山
嘉
樹

が
未
決

で
服
役
中

の
出
来
事

で
あ

っ
て
、
そ
れ
は
大
正
十

二
年

の
こ
と
で
あ
る
。

10
、

『資
本
論
』
は
高
畠
素
之

訳
で
大
正
九
年
六
刀
大
鐙
閣
か
ら
出
板
さ
れ
た
。

『
国

民
経
済
学
講
話
』
は

「
葉
山
嘉
樹

日
記
」
後
注

に
も
あ
る
よ
う

に
、

こ

の

頃

の

書
物

に
は
同
名

の
も

の
は
見
当
ら
な

い

(
神
戸
高
等
商
業
学
校
商
業

研

究

所

編

『灘

文
献
目
録
』

昭
2
血

委

館
)
.

棄

山
嘉
樹
日
記
L
後
注
に
は

「福

田
徳
三
著

『
国
民
経
済
講
話
』

の
こ
と
か
。
」
と

し
て

二
種
類

の
版

(大
正

六
年
の
佐
藤
出
版
部
版

・
大
正
十
年

の
大
鐙
閣
版
)
が
紹
介
さ
れ
て

い
る
が
、

か

な
り
広
く
読
ま
れ
て

い
た
ら

し
い
。
福

田
徳
三

の
も
の
と
し
て
は
他

に

『
日
本

経

済
史
論
』

(大

3

宝
女
館
)

を
読
ん

で

い
る
。

『
唯
物
史
観

研
究
』

は

「
日

記
」
後
注

に
よ
る
と
大
正
十

二
年

の
木
蘇
毅
訳

の
而
立
社
版
が
紹
介
さ
れ
て

い
る

が
、
先
の

『鰭

巌

目
録
』
に
よ
る
と
、
他
に
河
上
箸

(売

弘
萎
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の
同
名

の
書
物
も
あ

っ
た
よ
う
だ
。

11
、
引
用
女
巾
傍
点

を
付

し
た
二
っ
の
部
分

に
は
葉
山

の
混
乱
が
感
じ
ら
れ

る
。
初

め

の

「
汚
れ
た
歴
史
」

が
プ

ロ
レ
タ
リ

ア
の
視
点
か
ら

の
歴
史
観

で
あ
る
の
に
比
し

て
、
後

の

「
歴
史

が
汚
さ
れ

る
」
と

い
う
言

い
方
は
プ

ロ
レ
タ
リ
ア
革
命
を
肯
定

す

る
と

こ
ろ
に
立

っ
て

い
な

い
と
～、口
え
よ
う
。
葉
山

は

「
労
働
者
と

し

て

の

立

場
」

(
注
③

)
の
中

で

「
温
健

な
る
勢
働
運
動
が
、
そ
れ
の
み
が
人
道
で
あ
る
所

以
を
示
す

べ
き

で
あ

る
。
」
と
言

っ
て

い
る
が
、
大

正
十
年
頃

の
葉
山

に
は
宗
教

的

な
無
抵
抗
主
義

・
人
格
主
義

・
教
養
主
義

の
傾
向

が
強
く
、
先
の
傍
点
部
分

に

感
じ
ら

れ
る
混
乱
は

こ
の
頃

の
価
値
観

・
歴
史
観

の
揺
曳
を
、
藤
原
的

な
理
論

に

よ

っ
て
断
ち
切
ろ
う
と
し
た
と
こ
ろ

に
生
じ
た
混
乱
と
思
わ
れ
る
。

12
、

「
工
場

の
窓
よ
り
」
の
引
用
文
中

の

「
十
字
架

を
負
う
て
逝
け
る
兄
弟
」
と

い
う

ヘ

ヘ

へ

表
現

に
つ
い
て
。
労
働
災
害

に
た
お
れ
た
者
を

「
十
字
架

を
負
う
て
逝
け
る
」
と

表
現
す

る
葉
山

の
意
識

に
は
、
明
ら
か

に
労
働
神
聖
観
か
ら
発
し
た
殉
教
意
識
が

感
じ
ら
れ
る
。
こ
れ
を
敷
術
し
て
葉
山

の
歴
史
観

・
社
会
観

に
か
か
わ
ら
せ

る
と
、

「
淫
売
婦
」
の

「
殉
教
者

を
見
た
」
と

い
う

こ
と
ば
や

「
セ
メ
ン
ト
樽

の
中

の
イト士

紙
」

(
『
文
芸
戦
線
」

大

15

・
1
)
に
お

い
て
、
破
砕
器
に
転
落

し
た
女
工
の

恋
人
を
描

く
葉
山

の
問
題
意
識

(
「
海

に
生
く
る
人

々
」

の
十
七
章

に
も
描
か
れ

て

い
る
)

に
通
じ
て

い
る
と
言

え
よ
う

し
、
さ
ら

に
、
先

の
サ
ン
バ
ン
上
に
お
け

る
小
倉

の
歴
史
認
識

「
そ
の
生
贅

が
甚

し
か

つ
た
だ
け
、

そ
れ
だ
け
美
し

い
花

が

.険
く
ん
だ
。
」

に
通
じ
て

い
る
と
言
え
よ
う

。

13
、

「
海

に
生
く
る
人

々
」

で
小
倉

を
、
階
級
意
識
と
事
大
主
義
的
意
識
と
を
持

つ
形

ヘ

ヘ

ヘ

へ

象

と
し
て
最
初
か
ら
登
場

さ
せ

(
徐

々
に
覚
醒
す

る
の
で
は
な
く
)
、

二
者
択

一

を
迫
る
方
向

に
問
詰
め
て

い
る
が
、

こ
れ
は
小
倉

に
形
象
化
さ
れ
た
葉
山
内
面

の

葛
藤

を
問
詰
め
る
こ
と
で
も
あ

つ
た
。

14
、

「
葉
山
嘉
樹
小
論
ー

『
海

に
生
く

る
人

々
」

に
現
わ
れ
た
葉
山

の
内
面
的
論
理
に

つ
い
て
!
」

(
『
論
究

日
本
丈
学
』

昭
43

・
11
)

15
、

「
宗
教
的
発
想
か
ら

の
存
在
認
識

に
よ
る
階
級
観
」
と
盲

っ
た
が
、
注
③

で
鶴
m

知
也
の
談
話

を
引

い
て
戸
畑
時
代
以
後

の
葉
山

に
触

れ
た
が
、
葉
山

は
清
水
茂
編

「
名
古
屋

の
労
働
運
動

と
葉
山
嘉
樹

(
そ
の

一
)
」

に
よ
る
と

「
大
乗
仏
教
の
宗

教
思
想
研
究
団
体
ら

し

い

『
極
楽
社
』
」

な
る
も
の
に
関
係
し
て

い
た
と

の
こ
と

で
あ
る
。

『
名
古
屋
通
俗
図
書
館
報
」

(第

燭
号

大
10

・
7

・
25
)
の

「新
刊

紹
介
」
欄

に

　

　

　

　

極
樂
世
界
創
刊
號
本
誌

は
宗
教
改
革

同
盟
機
關

に
て
主
意
書
、
大
佛
教

の
大

使
命
、
就
會
改
造
の
根
本
原
理
、
地
獄
極
樂
封
照
表
等
紙
上
満
載

一
冊
三
十
銭

東

匠
富
澤
町

二
の

一
極
樂
會
愛
知
本
部

(傍
点
原
文
)

と
あ
る
と

こ
ろ
か
ら
見
る
と
、

一
種

の
実
践
団
体
で
も
あ

っ
た
こ
と
が
想
像
さ
れ

る
。
し
か
し

「
小
林
橘
川
氏

に
」

(
『
新
愛
知
』

大
10

・
5

・
25
26

畑
実
編

「
名
古
屋

の
労
働

運
動
と
葉
山
嘉
樹

(
そ

の
二
)
」

『
プ

ロ
レ
タ
リ

ア

丈

学

研

究
』

)
を
見
る
と
、

「
私
た
ち

『極
楽
世
界
』
の
同
人
は
、
決

し
て

他

の

人

が

『
釈
迦
』
や

『
ク
リ
ス
ト
』

で
な

い
と
云
ふ
理
由

で
非
難

は
し

な

い
」

と

か
、

「
釈
尊
の
偉
大

な
る
思
想
、
ク
リ

ス
ト
の
偉
大

な
る
愛
が
」
と

い

っ
た
形

で
等
価

的

に
並
記
さ
れ
て

い
る
点
か
ら
考
え

る
と
、
単

に
葉
山

の
思
想
な
の
か
も
知
れ
な

い
が
、
大

正
デ
モ
ク
ラ

シ
i
的
潮
流
下
の
人
格
主
義
的
傾
向
か
ら
派
生
し
た
、
修

養
主
義
的

な
宗
教
団
体
で
は
な
か

っ
た
か
と
も
思
わ
れ
る
。

な
お
、
東
区
富
沢
町

二
の

一

(現
在
中
区
錦
三
丁
目
十

一
番
地
)
に
は
当
時

か

ら
浄
土
真
宗
大
谷
派
の
聖
徳
寺
が
あ

っ
た
。
住
職
小
笠
原
長
晴
氏
の
私
信

に
よ
る

と
、
聖
徳
寺
と
は
無
関
係

で
、
当
時

聖
徳
寺

に
は
貸
家
が
あ
り
、

そ
の
借
家
人
か

も
知

れ
な
い
と
の
こ
と
で
あ
る
。

な
お
、
葉
山
嘉
樹

と

『
極
楽
世
界
』
の
関
係
に

つ
い
て
は
別
稿

を
予
定
し
て
い

る
。
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