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「
帰
結
」

か
ら

の
逸
脱

―
―
「
歯

車

」

の

〈
論

理

〉

を

め

ぐ

っ
て
―
―

副

田

賢

二

〈主
体
〉
を

め
ぐ

る
風
景

 

「
歯
車

」

(「
一 

レ

エ
ン

・
コ
オ

ト
」

の

み

『
大
調

和
』

〔昭

二

・
六
〕

に
掲
載

、

芥
川

の
死
後

『
文

芸
春

秋
」

〔
昭

二

・
十
〕

に
全

文

掲
載

)

の

コ

 

 
レ

エ
ン

・
コ
オ

ト
」

に
は
、

「避

暑

地

」

か
ら

「
東

海
道

の
或
停

車

場
」

へ
の
移

動
、

「
松
ば

か
り

茂

つ
て

ゐ
」

る
道
、

時
間

に
遅

れ
そ

う

な
状
況
、

「
或

理
髪
店

の
主

人
」

と

の
会

話

な
ど
、

「
僕

」

の
存

在
空

間

の

構

造
を
暗

示

す
る
記
述

が
溢

れ

て

い
る
。

ま
ず

テ
ク

ス
ト
が

「
東
海

道

の

或

停
車
場

へ
そ
の
奥

の
避
暑

地

か
ら
自

動
車

を
飛

ば
」

す
僕

の

「動

き

」

の
記
述

で
始

ま
る

こ
と

に
注

目

す

べ
き

で
あ

ろ

う
。
僕

は
様

々
な
自

己

の

コ
ン
テ
ク

ス
ト
を

テ
ク

ス
ト
外

か
ら
引

き
連

れ
、

こ
の
テ

ク
ス
ト
空

間

に

参

入

し

て
く

る
。
「
避

暑

地
」

か
ら
来

た

こ
と
、

歯
車

の
出

現

後
、

常

に

頭

痛

が
す

る

こ
と
、

「
或

短
篇

」

を
書

き

続

け

て

い
る

こ
と
、

そ

れ
ら

の

様

々

な

コ
ン
テ
ク

ス

ト
を
抱

え

て
、

「
避

暑
地

」

と

い
う
固

定

的
な

場

か

ら

「
或
停

車
場
」

と

い
う
暫

定
的

な
場

に
移

り
、

更

に

「
或
郊

外

の
停
車

場

」

の

「
プ

ラ
ツ
ト

フ
オ

ー
ム
」

で
そ

の

「
動

き
」
を
変

換

し

て
ゆ
く
。

こ

の

「
プ

ラ

ツ
ト

フ
オ

ー
ム
」

が
単

な
る
舞

台
設

定

に
留

ま
ら
な

い
こ
と

は
、
そ

れ
が

三
章

の
僕

の
夢

に
現

れ

る

こ
と
か

ら
も
窺

え

る
。

 
 

 

け

れ
ど

も
僕

は
夢

の
中

に
或

プ

ウ

ル
を
眺

め
て

ゐ
た

。

(中

略

〉

 
 

僕

は

こ
の
プ

ウ

ル
を
後

ろ

に
向
う

の
松

林

へ
歩

い
て
行

つ
た
。

す
る

 
 

と
誰

か
後

ろ

か
ら

「
お
と
う

さ

ん
」

と
僕

に
声

を

か
け

た
。

僕

は
ち

 
 

よ

つ
と

ふ
り
返

り
、
プ

ウ

ル

の
前

に
立

つ
た
妻

を
見

つ
け

た
。
同

時

 
 

に
又
烈

し

い
後
悔

を
感

じ

た
。

(中

略

)

 
 

 
僕

は

又
歩

み
を

つ
づ
け
出

し

た
。
が

、
僕

の
歩

い

て
ゐ

る

の
は

い

 
 

つ
か
プ

ラ

ッ
ト
フ

ォ
オ
ム

に
変

つ
て

ゐ
た
。

そ
れ

は
田
舎

の
停
車

場

 
 

だ

つ
た
と
見

え
、
長

い
生

け
垣

の
あ

る
プ

ラ

ッ
ト

フ

ォ
オ

ム
だ

つ
た
。

 
 

そ

こ

に
は
又
H

と
云

ふ
大
学

生

や
年
を

と

つ
た
女
も

停

ん

で
ゐ

た
。

 
 

(中

略
)
そ

こ

へ
汽
車

は
煙
を
あ
げ

な
が
ら

、
静

か
に
プ

ラ

ッ
ト

フ

ォ

 
 

オ

ム

へ
横

づ
け

に
な

つ
た
。

僕

は

こ
の

「
プ

ラ

ッ
ト

フ

ォ
オ

ム
」

か
ら
更

に
汽
車

に
乗

り

込

む
。

こ

の

夢
自

体

の
象
徴

的
な
意

味

は
別

に
し

て
、

こ

の
よ
う
な
僕

の

「
動

き
」

の

変
換

が
、

テ

ク

ス
ト
の
重
要

な
要

素

で
あ

る

の
は
確

か
で
あ

ろ
う

。

 

そ

こ
で
ま
ず

、
僕

の

「動

き
」

の
起

点

で
あ

る

「
避
暑

地

」
が

問
題

に

な

る
。

そ

こ
は

「
松
林

」

の
中

に

「
僕

の
家

」
が

あ
る
場

所

で
あ

っ
た

。

 
 

 
僕

は
屈

辱
を
感

じ

な
が

ら
、

ひ
と

り
往
来

を
歩

い

て
ゐ

る
う

ち

に

ふ
と
、
遠

い
松
林

の
中

に
あ

る
僕

の
家

を
思

ひ
出

し
た

。
そ

れ

は
或

一10一



 
 
郊

外

に
あ

る
僕

の
養

父

母

の
家

で
は
な

い
、
唯

僕

を
中

心

に
し

た
家

 
 
族

の
為

に
借

り

た
家

だ

つ
た
。
僕

は
彼
是

十
年

前

に
も

か
う
云

ふ
家

 
 

に
暮

ら
し

て
ゐ

た
。

し

か
し
或
事
情

の
為

に
軽

率

に
も
父

母

と
同
居

 
 

し
出

し
た
。

同
時

に
又
奴
隷

に
、

暴
君

に
、
力

の
な

い
利

己
主

義
者

 
 

に
変

り
出

し
た
。
…

…

(三
 

夜

 
以
下

傍
線

は
全

て
論
者

に
よ
る
)

傍
線

部

か

ら
窺

え

る
よ

う

に
、

「
或
郊

外

に
あ

る
僕

の
養

父

母

の
家

で

は

な

い
」

と
断
ら

れ
る

こ

の

「
僕

の
家
」

に
は
、
あ

る
希
望

的
想

念
が

投
影

さ

れ
て

い
る
と
言

え

る
だ

ろ
う
。

五
章

に
は
こ

の
よ
う

な
記
述

が
あ

る
。

 
 

 
凝

灰
岩

の
窓

の
外

は

い

つ
か
冷

え
び

え

と
明
け

か

か

つ
て
ゐ
た
。

 
 

(中
略

)

す
る

と
向
う

の
窓

硝

子
は
斑

ら

に
外

気

に
曇

つ
た
上

に
小

 
 

さ

い
風

景

を
現

し

て
ゐ
た
。

そ

れ
は
黄
ば

ん
だ
松
林

の
向

う

に
海

の

 
 

あ

る
風
景

に
違

ひ
な

か

つ
た
。
僕

は
怯

づ

々
々
窓

の
前

へ
近
づ

き
、

 
 

こ
の
風
景

を
造

つ
て
ゐ
る

も

の
は
実

は
庭

の
枯

芝

や
池
だ

つ
た

こ
と

 
 

を
発

見
し

た
。

け
れ

ど
も
僕

の
錯

覚

は

い

つ
か
僕

の
家

に
対

す
る

郷

 
 

愁

に
近

い
も

の
を
呼
び

起

し

て
ゐ
た
。

こ

の
風

景

は

「
錯
覚

」

で
あ

る

に
も

関

わ

ら
ず
、

「
僕

の
家

に
対
す

る

郷

愁

に
近

い
も

の
」
を
喚

起

す

る
。

そ

し

て
六
章

で

「
僕

の
家

」
は
、

実

際

に

「
海
」

を

「松

林

」

の
上

に
覗

か
せ

て

い
る

の
で
あ

る
。

 
 

 

や

つ
と
僕

の
家

へ
帰

つ
た
後
、
僕
は
妻

子
や

催
眠
薬

の
力

に
よ

り
、

 
 

二
三
日

は
可
成

平
和

に
暮

ら
し

た
。
僕

の
二
階

は
松
林

の
上

に

か
す

 
 

か
に
海

を

覗

か
せ

て
ゐ
た
。

僕

は

こ
の
二
階

の
机

に
向

か

ひ
、

鳩

の

 
 

声
を

聞

き
な
が

ら
、
午

前

だ
け

仕
事

を
す

る

こ
と

に
し
た
。

「
松
林
」

が
、

僕
が

彷
径

す

る
都
会

と
対
極

的

な
場

で
あ

る

こ
と
は
明

ら

か

で
あ

ろ
う
。

そ

こ

に

は
、
「
僕

の
家
」

の
場

と
し

て

の
肯

定

的
感

触

が

付

与

さ

れ

て

い
る
。

実

際

に

「
秋

」

(
『
中

央

公
論

』

大

九

・
四
)

で
も

「
松
林

」

は
、
あ

る
独

立

し
た
静

か
な
家

を

取
り
囲

む
も

の
で
あ

っ
た
。

 

 

 
信

子
は

そ

の
間

に
大

阪

の
郊
外

へ
、

幸
福
な

る

べ
き
新

家
庭

を

つ

 

 

く

つ
た
。
彼

等

の
家

は
そ

の
界
隈

で
も

、
最

も
閑
静

な
松

林

に
あ

つ

 

 

た
。

松
脂

の
匂

と
日

の
光

と
、
1

そ

れ
が
何
時

で
も
夫

の
留
守

は
、

 

 

二
階
建

の
新

し

い
借
家

の
中

に
、

活

き
活
き

し
た
沈

黙

を
領

し

て
ゐ

 

 

た
。
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(
}
)

し

か
し

「
歯
車

」

の

「
松
林

」

は

「黄

ば

ん
だ
」

も

の
で
あ

る
。

あ
え

て

解

釈

す

る
な
ら
ば

、

や

は
り
そ

れ
は

「
僕

の
家
」

と

い
う

希
望

的
想

念

の

場
を

侵
食

す

る
現
実

性

の
影

で
あ
ろ

う
。

四
章

で
も

「松

林
」

が
想

起

さ

れ
る
が

、
そ

こ

に
は

同
時

に
こ
の
よ
う
な
過

去

の
現
実

が
付

随
し

て
く

る
。

 

 

 

四
角

に
凝
灰

岩

を
組

ん
だ
窓

は
枯
芝

や
池

を
覗

か
せ

て

ゐ
た
。
僕

 

 

は

こ

の
庭

を
眺

め
な

が
ら
、

遠

い
松
林

の
中

に
焼

い
た
何

冊

か

の
ノ

 

 

オ

ト

・
ブ

ツ

ク
や
未

完
成

の
戯
曲

を

思

ひ
出

し
た
。

そ

れ

か
ら

ペ

ン

 

 

を

と
り
上
げ

る
と
、

も
う

】
度
新

ら

し

い
小

説
を
書

き
は
じ

め

た
。

こ
こ

で
は
窓
外

の
風

景

が
、
自

己

の
別

の

「
可
能

性
」

で
あ

り
得

た

か
も

知

れ
な

い
あ

る
創
作

の
か
た

ち
を
、
僕

が
断

念

し
て
し

ま

っ
た
過

去

の
事

実

を
想
起

さ

せ

て

い
る
。

三
章

で
も

「
僕

の
家
」

と
共

に
、

そ

の
維
持

が

不
可

能

に
な

っ
た
過

去

の
事
実

と
、
家

族

を
め

ぐ
る
栓
桔

の
内

に
変
貌

し

た
自

己

像

が
同

時

に
想
起

さ
れ

て

い
た

の
で
あ

り
、

「
松
林

」

の
風
景

を

想
起

す

る
行
為

は

、

「
郷

愁
」
的

慰

安

と
共

に
、

そ

の
よ

う
な

自

己
主

体

化

(「
僕

を

中

心

と
し

た
」

存
在

空

間

の
創

出
)

を

め
ぐ

る
暗

い
歴

史

的

事
実

を
意

識
化

さ
せ
て
し
ま
う
、
あ
る
ア

ン
ビ
ヴ

ァ

レ
ン
ト
な
行

為

で
あ

っ

た
。

石
崎

等
氏

は

「
松
林

」

の
風
景

に

「
最
も

日
本
的

な

〈
家
〉

霊

と

い

う

べ
き
も

の
」
を

見
出

し

て

い
る
が
、

そ

の
よ
う
な
固

定
的

イ
メ

ー
ジ
と

し
て

よ
り

も
、
石
崎

氏

自
身

「
疲
弊

し

た
心
身

に
と

っ
て

『郷
愁

に
近

い

一11一



も

の
』

で
あ

る

と
同

時

に
、

『僕

を
束

縛

し

て

し
ま

ふ
或

力
』

と
な

る
恐

る

べ
き
も

の
」

と
述

べ
て

い
る
よ
う

に
、

そ
れ

は
両
義

性
を

帯
び

た
テ

ク

ス
ト
内

の
磁

場

と
し

て
捉

え
た
方

が
似

つ
か
わ

し

い
も

の
で
あ

ろ
う
。

た

だ

そ

こ
で

の
ネ

ガ

テ

ィ
ブ

な
面

は

、
〈
家

〉

を

め
ぐ

る
束
縛

と

い
う
要

素

に

一
元

化

し
得

る
も

の

で
は

な

い
。

「
松

林

」

の
風
景

に
は
、

自
己

主
体

化
を

め
ぐ

る
過
去

の
営

為

と
、

そ

こ
で
閉
塞

し

て
し

ま

っ
た
自

己

の
歴
史

的
痕
跡

が
刻

ま

れ

て

い
る

の

で
あ
り
、

僕

に

「
お
と

う
さ
ん

」

と

い
う
帰

結
的
自

己
像

を
強

い
る
場

で
も

あ
る

こ

の

「
僕

の
家
」

は
、

僕
を
自

己

の

線
条
的

な
歴

史

の
末
尾

に
連

ね

て
し

ま
う

場

で
も
あ

っ
た

の
で
あ

る
。

 

た

だ

「松

林

の
向
う

に
海

の
あ
る
風

景
」

自
体

は
、

や

は
り

「僕

を
中

心

に
し
た
」

小
世

界

を
構
成

し
、

自
己

の

〈
主
体

〉

を
そ

こ
に
定
立

す

る

可
能
性

を
孕

ん
だ

場

で
あ

り
、

そ
れ

は
以
前

の
僕

に
と

っ
て
は
肯
定

的
な

も

の
で
あ

っ
た

こ
と
も
確

か

で
あ

ろ
う

。

そ
し

て
そ

れ
故

に
こ

の
自

己
求

心
的

小

世
界

へ
の
志

向

は
、

「
松

林
」

か
ら
隔

絶

し

た
都
会

で
は
、
創

作

と

い
う
行
為

に
よ

っ
て
更

に
本
質

化

さ
れ

る
も

の

で
あ

っ
た

と
考

え
ら

れ

る
。

そ
れ

は
、
僕

が
小
説

を

書

く
姿
勢

が
、

窓
外

の
風

景
、

つ
ま

り
疑
似

的
な

「
松
林

の
向

う

に
海

の
あ

る
風
景

」

を
眺

め
る
姿
勢

で
も
あ

る
と

い

う

テ
ク

ス
ト
の
構

図
自
体

に
象
徴

さ

れ
て

い
る
。

四
章

の
創
作

場
面

で
僕

は

「窓

の
前

の
机

に
向

か

ひ
、
新

し

い
小
説

に
と
り

か
か
」

る
。

そ

こ
で

「
ペ
ン
は
僕

に
も

不
思
議

だ

つ
た
く
ら

ゐ
、

ず

ん
ず

ん
原
稿

用
紙

の
上
を

走

つ
て
行
」

き
、

ペ
ン
が
止

ま

っ
た
後

も

「
野
蛮

な
歓
び

の
中

に
僕

に
は

両
親

も
な
け

れ
ば

妻
子

も
な

い
、

唯
僕

の
ペ

ン
か
ら
流

れ
出

し
た
命

だ
け

あ

る
と
云

ふ
気

」

に
な

る
。

「
戯
作

三
昧

」

的
な

こ

の
創

作

の
在

り
方

は
、

外
部

を
無

化

し
、
自

己
求

心

的
小

世
界

を

そ

こ
に
現
出

さ
せ

る
、

ま
さ

に

「
僕

を
中
心

に
し

た
」

も

の
で
あ

っ
た
。

こ

こ
で
も
創
作

行
為

は

「
窓

の

前

の
机

」

に
向

か

っ
て
な

さ
れ

る

と
わ
ざ

わ
ざ
説

明
さ

れ
る

の

で
あ
り
、

そ
れ

が
窓
外

の
疑

似
的

風

景

に
向

き
合

う

こ
と
、

つ
ま
り
自

己

求

心
的
構

図

の
内

で
自

己

の
主
体

化

を
夢
想

す

る

こ
と

に
お

い
て
成

立

し

て

い
る
の

は
明

ら

か
で
あ

ろ
う
。

「
秋

」

の

二
章

に
も

こ

の
よ
う
な
記

述

が

あ
る
。

 

 

 
そ

れ
か

ら
程

な
く

、
母

の
手
紙

が
、

信
子

に
妹

の
結
納

が
済

ん

だ

 

 

と
云

ふ
事

を

報

じ

て
来

た
。

(中

略

)
彼

女

は
早
速

母

と
妹

と

へ
、

 

 
長

い
祝

ひ

の
手

紙

を
書

い
た
。

「
何

分
当

方

は
無

人
故

、
式

に
は

不

 

 
本

意

な
が

ら
参

り

か
ね
候

へ
ど

も
…

…
」
-

そ
ん
な

文
句

を
書

い
て

 

 

ゐ
る
内

に
、

(彼

女

に
は
何

故

か
わ

か
ら
な

か

つ
た

が
、
)

筆

の
渋

る

 

 
事

も
再

三
あ

つ
た
。

す

る
と
彼
女

は

眼
を
挙
げ

て
、

必
外

の
松

林

を

 

 
眺

め

た
。
松

は
初

冬

の
空

の
下

に
、
籏

々
と
蒼

黒
く

茂

つ
て
ゐ
た
。

こ

こ
で
信

子
が
書

く

の
は
儀

礼
的

手
紙

で
あ

る
が
、

や

は
り
筆

が
滞

る

と

「
必
外

の
松

林

を
眺

め
」

て

い
る
。
信

子

は
結

婚
前

は

「
才
媛

」

と
謳

わ

れ
、
将

来
作

家

に
な

る

こ
と
、

そ
し

て
同

じ
く
文
学

的
志
向

を
持

つ
従
兄

俊

吉

と

の
結

婚

を
当
然

視

さ
れ

て

い
た

の
だ
が
、

そ
れ

は
妹

照

子

へ
の
自

己

犠
牲

的

(表
面

的

に
は

)
な
遠

慮
故

に
断
念

さ

れ
る
。

だ

が
そ

の
断
念

さ
れ

た
在

り
方
、

つ
ま
り
作

家

に
な

り
俊
吉

と
結
婚

す

る
と

い
う
、

自
己

固

有

の

(
と
幻
想

さ

れ
た

)
資
質

、
志

向

に
基
づ

く

<
主
体

〉

像

へ
の
思

い
は
執

拗

に
残
存

す

る

の
で
あ

り
、

そ

の
自

己
像

へ
な

お
も
執

着

す
る

ま

な
ざ

し
は
、

「
松

林
」

へ
と
向

け
ら

れ
る

の
で
あ

る
。

 

た

だ

「歯

車
」

で
は
、
創

作

が
生

む
自

己
拡

張
感

は

「誇

大

妄
想

」

と

し

て
相

対
化

さ

れ
る
。

六
章

の

「
僕

の
家
」

の
側

の
現
実

も
都

会

と
大
差

な
く

、

「松

林

」

も
歯

車

の
出

現

場
面

に
は

「
細

か

い
切

子

硝

子
を

透

か

し

て
見

る
や
う

に
な

り
は

じ
め

」

る
。

勿
論

そ

こ
に
自
己

求

心
的
小

世
界

の
実

現
が

不
可
能

に
な

っ
た
帰
結

的

な
姿

を
見
る

こ
と
も

可
能

だ

ろ
う
。
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だ

が
更

な

る
問

題

は
、

「
松

林
」

の
対

極

に
位
置

す

る
都

会

の
場

に
あ

る
。

「
僕

の
家

」

の
存
在

に
も
関

わ
ら

ず

僕

は
都
会

に
滞
在

し
続

け

る

の

で
あ

り
、

そ
こ

で

「
ど

こ
と
云

ふ

こ
と
な

し

に
歩

い
て
行
」

く
姿
を

執
拗

に
晒

す

こ

と

こ
そ
が
、

「
狂
気

へ
の
ナ

ル

シ
シ
ズ

ム

と
も

よ
び

た

い
、

閉

ざ
さ

れ
た
世

界
」

で
あ

る

こ

の
テ
ク

ス
ト

の
欲
望

で
あ

る

よ
う

に
も

思
え

て
し

ま
う
。

結
婚
披

露
式

の
後

は
現
実

的
目

的
性

を
失

っ
た
場

に
な

お
滞

在

し
彷

裡

し
続

け
る
僕

の

「
動

き
」
を

、

一
体
何

が
動
機

付

け

て
い
る

の

か

と

い
う

こ
と

が
、
最

も
重

要

な
問
題

な

の

で
あ

る
。

二
 

「
書
く

こ
と
」

の
断
裂

 
四
章

の
創
作

場

面

で
僕

の
筆

は

「
誰

か
僕

の
目

に
見

え
な

い
も

の

に
抑

へ
ら

れ
た

や
う

に
と
ま

つ
て
」

し
ま
う

。
創

作
行

為
を
肯

定
的

な
も

の
と

し

て
見
れ
ば

、

こ
の

「
誰

か
僕

の
目

に
見

え
な

い
も

の
」

は
創
造

を
阻
害

す

る
否
定

す

べ
き
も

の

で
あ

ろ
う

。

た
だ
先

述

し
た

よ
う

に
、
僕

の
創
作

行
為

が

生

む
作

用

は
既

に
相

対

化

さ

れ

て

い
た

。
「
歯

車

」

の
最
大

の
特

徴

は
、

テ
ク

ス
ト

の
局

外
者

が
見

れ
ば

当
然

相
対

化

さ
れ

る

べ
き
僕

の
妄

想
的

思

い
な

し

が
全

く
そ
う

さ

れ
な

い
の
に
対

し
、
逆

に
相

対
化

さ
れ

る

べ
き

で
な

い
も

の

(創

作

や
恋

愛
、

家

族

な

ど
、

い
わ
ば

「
近

代
」

的

く
主

体
V

の
構
成

与
件

)

こ
そ

が
、
常

に
相
対
化

さ

れ
る

こ
と

で
あ
る
。

こ
の
よ
う

な
テ

ク

ス
ト

の
在

り
方

を
無

視

し

て
、

創
作

の
価

値
性

を
安
易

に
前

提
化

す
る

の
は
危

険

で
あ

ろ
う
。

「
小

説

を
書
く

」

と

い
う

こ
と
が

、

同
時

に
そ

こ

に
あ

る
人

格
的

な
作

家

〈
主
体

〉

を
特
権

的

に
作
り
出

す

こ

と

に
な

る

と

い
う
、

「
文

壇

」
的

な
意

味

化

シ
ス

テ
ム
が

成
立

し

て

い
た

当
時

の
状
況

に
お

い
て
は

、
「
書

く

こ
と
」

は

ま

さ

に

「
作
家

」

と

い
う

線
条

的

「意

味

」

(
「
A
先
生

」

で
あ

る

こ
と
)

に
自

ら
連

な

っ
て
ゆ
く

よ

う

な
、

い
わ
ば
自

己
系

列
化

行
為

で
あ

っ
た

と
も
言

え
る

だ

ろ
う
。

そ

の

よ

う
な

創
作

が
相

対
化

さ

れ
る

一
方

で
、
決

し

て
僕

の
線
条

的
歴

史

の

一

部

に
な

り
得

な

い
よ
う

な

妄
想

的

思

い
な

し

の
方

が
、

「
苦

し

み
」

と

い

う

厳
粛

な
特

権
的

風
貌

を
与

え

ら
れ

る

の
で
あ

る
。

そ

の
よ
う

な
奇

妙
な

様

相

は
、

「
姉

の
夫
」

の
死

を
知

る

一
章

の
場

面

に
典
型
的

に
示
さ

れ
る
。

 

 
僕

は
鞄

を
あ
け

て
原
稿

用
紙

を
出

し
、
或

短
篇
を

続
け

よ
う

と
し
た
。

 

 

け
れ

ど
も

イ

ン
ク
を

つ
け

た

ペ

ン
は

い

つ
ま
で
た

つ
て
も

動

か
な

か

 

 

つ
た
。

の
み
な

ら
ず

や

つ
と
動

い
た

と
思

ふ
と
、
同

じ
言

葉
ば

か

り

 

 
書

き

つ
づ

け

て
ゐ

た
。
〉
=

「凶ひq
耳

…

…
≧

一
戦凶ひq
ゴ
酢
…

…
〉
=

二
αq
げ
戸

 

 
ω
ワ

…
:
〉
一一
「
凶ぴq
耳

…
…

 

 
 

そ

こ

へ
突
然

鳴
り

出
し
た

の
は

ベ
ツ
ド

の
側

に
あ
る
電

話
だ

つ
た
。

 

 
僕

は
驚

い
て
立

ち
上

り
、

受
話

器
を
耳

へ
や

つ
て
返
事

を

し

た
。

 

 
 

「
ど
な

た

?
」

 

 
 

「
あ
た

し

で
す
。

あ

た
し

…
…
」

 

 
 

相

手

は
僕

の
姉

の
娘
だ

つ
た
。

(中

略
)

 

 
 

電
話

は
そ

れ
ぎ

り

切

れ
て

し
ま

つ
た
。
僕

は
も

と

の
や
う

に
受
話

 

 

器

を

か
け
、

反
射

的

に

ベ

ル
の
鉦

を
押

し

た
。

(中

略

)
僕

は
苛
立

 

 

た
し

さ
よ

り
も

苦
し

さ
を

感

じ
、
何
度

も

ベ

ル
の
鉦

を
押

し

た
、

や

 

 

つ
と
運
命

の
僕

に
教

へ
た

「
オ
オ

ル

・
ラ
イ
ト
」

と
云

ふ
言
葉

を

了

 

 
解

し

な
が

ら
。

こ
の
事
件

に
よ
り
、

僕

の
妄
想

的
思

い
な

し
が

テ
ク

ス
ト

の

「
現
在

」

に

お
け

る

〈論

理

〉

と
し

て
確
定

さ

れ
る
。

こ

の
電

話
が
、

一
章

の
段

階
、

つ
ま
り
現

象

の
裏

に
あ

る
不
吉

な

示
唆
を

漠
然

と
感
じ

る
よ

う
な
段

階

か

ら
、

そ

れ
を

「
何

も

の
か
」

の
意

志
と

し
て
妄
想

的

か

つ
積

極
的

に
捉

え

て
ゆ
く

よ
う

な
段
階

に
僕

を
引

き

込

む
の
で
あ

り
、

こ

の
場

面

は
テ

ク

ス
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ト

の

〈
論

理
〉

の
決

定
的

転
換

点

で
あ

る
と
言

え
る
。

そ
し

て

こ
の
転
換

の
断

層
面

に
は
、
書

こ
う

と

す
る

こ
と

と
実

際

に
書

か
れ
た

も

の
が
ず

れ

て
し
ま

う
と

い
う

、

い
わ
ば

「
書
く

こ

と
」

の
主

体
性

が
偶

発
的

に
無
効

化

す

る
事

態

が
綴

り
合

わ
さ

れ

て

い
る

の
で
あ

る
。
僕

は
給

仕

の
言

葉

を

「何

と

か
言

は

れ
た

の
に
答

へ
た
〉
=
ユ
ひq
耳

と
云

ふ
英
語
」
と
解

釈

す
る
。

「或

短
篇

」

を
書

け
ず

に
た
だ
書

き

付
け

て

い
た

の
も

、
そ

の
英
字

表
記

の
言
葉

で
あ

っ
た
。

だ
が

何

ら
か

の
不
吉

さ

の
暗

示

と
し

て
そ

れ
を
捉

え

る
時

に
は
、
表

記

は

「
オ
オ

ル

・
ラ
イ

ト
」

に
な
る
。

こ

の
よ
う

な
変
換

は

頻
繁

に
行

わ
れ

、
そ

こ

に

「何

も

の
か
」

の
意

志
が

醸
成

さ

れ
て
ゆ

く

の
だ

が
、

こ
の
表

記

レ
ベ

ル
の
非

統

一
性

か

ら
も
、

「
言

葉
」

が

こ

こ
で

は
も

は
や
単

一
的
言

語

シ

ス
テ

ム
の
基
盤

の
上

に
成
立

し

て

い
な

い
こ
と

が

窺

え
る
だ

ろ
う
。

こ
こ

で
の

「
言

葉
」

は
そ

の
表
記

レ
ベ

ル
の
揺

ら
ぎ

に
お

い
て
、
創

作

主
体

が
意
図

す

る

「
意
味

」

を
正
確

に
表

象

す
る

に
留

ま

ら
な

い
、
あ

る
不
確
定

で
不

規
則

な
運
動

そ

の
も

の
に
変

貌

し
て
ゆ

く
。

一
章

で
は
様

々
な
偶

発
的

会
話

(
理
髪
店

の
主

人

の
噂

話
、

女
生
徒

の
お

喋

り
、

T
君

と

の
会

話
、

結
婚

披
露

式

で

の
会

話
、
給

仕

の
会
話

)
が

横

糸

と

し

て
僕

の
意

識

に
組

み
込
ま

れ
て

ゆ
く

の
だ
が
、

こ
こ

で
は

「
オ
オ

ル

・
ラ
イ

ト
」

と

い
う
偶

発
的

言
葉

が
、

僕

の

「
書

く

こ
と
」

に
拮
抗

、

更

に

は
そ

れ

を
蚕

食

す

る

も

の

と
し

て
浮

上

し

て
く

る
。

そ

し

て
直

後

「
避
暑

地
」

か
ら

継
続

さ
れ

た
僕

の
系
列

的
、

線
条

的
な

「
書

く

こ
と
」

は
、

「
〉
=
『
凶σq
窪

」

の
連

な

り

に
変
換

さ
れ
、

次

の
瞬

間

に

は
そ

の
書

く

行

為
自

体
が

、
「
突

然
」

の
電

話

に
よ
り

断
裂

し

て
し
ま
う

の
で
あ

る
。

 

よ

っ
て
そ

の

「
電
話

」
自
体

も
、

テ

ク

ス
ト
内

の
機

能

に

お

い
て
捉

え

返

さ

れ
る

べ
き

で
あ

ろ
う
。

そ
れ

は
地

理
的
隔

絶

を
超

え

て

「
声
」

を
伝

え

る
装

置

で
あ

る
が
、

そ

の
発
信
行

為

は
受
信

者

に
予
期

不
能

で
、
発

信

者

の
実
体

も
見

え
な

い
。

勿
論

そ
れ
故

に
電

話
は

「
人

々
が
対

面

的

に
出

会

う
関
係

の
空

間

と
は
異

な

る
パ
タ

ー

ン
や

モ
ー
ド
を
も

っ
た
関

係

の
空

間
、

対
面

的

な
世
界

で

は
出
会

う

こ
と
が

で
き
な

い
人

々
と
、

対

面
的

な

世

界
と

は
異

な
る
自

分

に
な

っ
て
出
会

い
、

関
係

の
回
路

を
開

き

う

る
可

能
性

を

も

っ
た
空
間

を
生

み
出

す
」

メ
デ

ィ
ア

で
あ

り
得

る

の
だ

ろ
う

。

 

た
だ

「
歯
車

」
執

筆
時

(昭
和

二
年

三
～

四
月
)

の
電
話

を
め

ぐ

る
状

況

は
、

そ

の
よ
う
な

可
能

性
を
未

だ

見
出

せ
な

い
も

の
で
あ

っ
た

と
思

わ

れ

る
。
当

時
電

話

は

「
あ

く

ま
で
業
務

用

の
メ
デ

ィ
ア

で
あ

り
、

人

々
が

日
常

的

に
電
話

と
接

し
、

ま

た
電
話

が
人

々

の
意
識

を
変

容

さ

せ
て

い
く

と

い

っ
た

こ
と
は
あ

り
得

な

か

っ
た

」

で
あ

ろ
う

し
、
電

話

が
ま

ず
軍

や

敬言
察

、
鉄

道

や
官
庁

を
中

心

に
整
備

さ
れ

て

い
た
日
本

に

お

い
て
は
、

電

話

は

一
般

に
は
未
だ

異
和

性
を
帯
び

た
メ
デ

ィ
ア
で
あ

っ
た
と
思

わ
れ

る
。

ま

た
そ

の
当
時

は
、

震
災

で
壊

滅
的

打
撃

を
受

け
た
東
京

市
内

の
電
話

が

自

動

交

換

に
転

換

さ

れ
始

め
た

時

期

に
当

た
る
。

そ

こ
で

は
発

信

者

の

「
声
」

が
よ

り
直
接

的

に
受
信

者

に
伝
達

さ
れ

る
と

い
う
新

た
な

事
態

が

進

行

し
て

い
た

の
で
あ

り
、

「歯

車
」

の
電

話

の
意
義

を
考

え

る
上

で
も
、

そ

の
よ
う
な

「
声

」

の
伝

達

を
め

ぐ
る
変
容

状
況

を
考
慮

す

べ
き

で
あ
ろ

う

。

つ
ま

り
そ

の
来

信
時

の

「
突
然

」
な

異
和
的

感
触

こ
そ

が
、

テ
ク

ス

ト

の
重

要
な

機
能

と
し

て
息

づ

い
て

い
る

の
で
あ

る
。

こ
こ

で
重

要

な

の

は
、
現

実
的

事
象

に
過
ぎ

な

い
姉

の
夫

の
死
が

、
妄
想

的

「
現
在

」

を
創

出

す

る
決
定

的
契

機

に
転
化

さ

れ
る
そ

の
瞬
間

に
、

そ

の
よ
う

な

い
わ
ば

暴

力
的

な
突

発
性

、
偶

発
性

と
し

て

の
電

話

(
の
受
信

感
触

)

が
深

く
関

わ

っ
て

い
る

こ
と

で
あ

る
。

そ

の

「
電

話

」
的

「
言

葉
」

(線

条

性

を
寸

断

す

る
偶

発

的

「
言

葉
」
)

こ
そ

が
、
僕

の

「
書

く

こ

と
」

の
内

部

に
喰

い
入

り
、

そ

こ
に
根
源

的
な

断
裂

を
引

き
起

こ
す

の
で
あ

る
。

こ

こ

に
は
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コ
言
葉
」

を

め
ぐ

る
、
あ

る
決

定
的

な
態
度

転
換

の
事

態

が
あ

る
と
言

っ

て
も
よ

い
。

「
突

然

」

の
電

話

で
、

僕

の
系

列
的

、
線

条
的

営

為
が

寸
断

さ
れ

る
構

図

は
、
先

述

し
た

四
章

の
創
作

場
面

直
後

に
も

見
ら

れ
る
。

 

 

 
け
れ

ど
も
僕

は

四
五
分

の
後

、
電

話

に
向

は

な
け

れ
ば
な

ら
な

か

 

 

つ
た
。
電

話

は
何
度

返
事

を

し

て
も

、
唯

何

か
曖

昧

な
言
葉

を
繰

り

 

 
返

し

て
伝

へ
る
ば

か
り

だ

つ
た
。

が
、

そ
れ

に
兎
も
角

も

モ
オ

ル
と

 

 
聞

え
た

の

に
違

ひ
な

か

つ
た
。

僕

は
と
う

と
う
電

話

を
離

れ
、

も
う

 

 

}
度

部

屋

の
中

を
歩

き
出

し

た
。

一
章
末

尾

で

も

「前

の
短

篇

を
書

き

つ
づ

け

て

ゐ
る
」

「
戸

の
外

」

に
は

「
翼

の
音

」

が
す

る

の
で
あ

り
、
僕

の

「
書

く

こ
と
」

の
裏

面

に
は
、

常

に
別

の

「
動

き
」

へ
の
契
機

が

孕

ま

れ

て

い
た
。
極

論

す

れ
ば
、

「
書

く

こ

と
」

に
本

質

的

に
含

ま

れ

る
、
主

体

的

自

己
実

現

と

し

て

の
作

家

的

〈
主
体

〉

の
創
出

は
、
僕

の

「
動

き
」

が
示

す
自
己

の
流

動
化
、

「
問

い
」

の
即
物

化

と

い
う

一
連

の
傾
向

と
背
離

し

て

い
る
の
で
あ

り
、

そ

こ
に

お

い
て

「書

く

こ

と
」

は

、
僕

が
抱

え

る
行

為

で
あ

り
な

が
ら

も
、
同
時

に

僕

か
ら
疎
外

さ

れ
て

い
る
行
為

な

の

で
あ
る
。

僕

が
テ

ク

ス
ト
外

か
ら
継

続

し

て
き
た

こ

と
、
そ

れ

は

「
書

く

こ
と
」

で
あ

り
、

ま
た

そ

こ
で
自

己

の

〈
主

体
〉

を
確
立

す

る

こ
と

で
あ

ろ
う
が
、

僕

の

「
動

き
」

に
は
、
そ

の
よ
う
な
系

列
的
、

線

条
的

営
為

か

ら

の
逸

脱
志
向

が
孕

ま

れ

て
い
る
。

 

勿
論

そ

の
よ
う

な
逸

脱
的
在

り

方
を
、

僕

が
強

い
ら

れ
た

「
状
況

」

と

し

て
否

定
的

に
捉

え
、

そ

こ

に
同

時
代

の
様

々
な

二
項
対

立
的

要
素

を
代

入
す

る
こ

と
も
可
能

だ

ろ
う
。

た
だ
、

一
見

「
強

い
ら

れ
た

」

か
に
見
え

る

そ
の

「
動

き

」

の
内

に
は
、
実

際

は
様

々
な
屈
折

し

た
作

用
が
孕

ま

れ

て

い
る

の
で
あ

り
、
逆

に
そ

の

「
状
況

」
自

体

が
、
僕

の
ま

さ

に
内

部

か

ら
生

み
出

さ
れ

て

い
る
よ

う

に
も
思

え
る

の

で
あ
る
。

三
 
差
異
化
さ
れ
る

「
現
在
」

 

そ

こ

で
問
題

に
な

る

の
が
、

僕

の
時

間
意

識

で

あ

る
。

「
松

林

」
を

想

起

す
る

こ
と

で
回
想

さ

れ

る
過

去

は
常

に

「
十
年

前
」

を
起

点

と
し

た
も

の
で
あ

り
、

そ
れ

は
精
神

病
院

に
行

こ
う

と
し

て

「
青

山
斎

場
」

に
来

て

し

ま

い
、

「
夏

目
先

生
」

を
回
想

す

る

二
章

の
場

面

に
も
当

て

は
ま

る
。

 

 
 
僕

は
や

つ
と
そ

の
横

町
を
見

つ
け
、

ぬ
か
る

み

の
多

い
道

を
曲

つ

 

 

て
行

つ
た
。

す

る
と

い

つ
か
道

を
間

違

へ
、
青
山

斎
場

の
前

へ
出

て

 

 
し

ま

つ
た
。

そ
れ

は
彼
是

十
年
前

に
あ

つ
た
夏
目

先
生

の
告

別
式

以

 

 
来

、

一
度

も

僕

は
門

の
前

さ

へ
通

つ
た

こ
と

の
な

い
建

物

だ

つ
た
。

 

 
十
年

前

の
僕

も
幸
福

で
は
な

か

つ
た
。
し

か
し
少

く
と

も
平

和
だ

つ

 

 
た
。

僕

は
砂
利

を

敷

い
た
門

の
中

を

眺

め
、
「
漱

石
山

房

」

の
芭

蕉

 

 
を

思

ひ
出

し
な
が

ら
、
何

か
僕

の

一
生

も

一
段
落

の

つ
い
た

こ
と
を

 

 
感

じ

な

い
訣

に
は
行

か
な

か

つ
た
。

の
み
な
ら
ず

こ
の
墓
地

の
前

へ

 

 
十
年

目

に
僕

を

つ
れ

て
来

た
何

も

の

か
を
感

じ

な

い
訣

に
も
行

か
な

 

 

か

つ
た
。

「
松
林

」

の
場
面

で
問

題

に
な

る

の
が
家

族

に
お
け

る

「十

年
前

」

で
あ

る
な

ら
ば
、

こ
こ

で
問

題

に
な

る

の
は
作

家

と
し

て
の
そ

れ

で
あ

る
と
言

え

る
。
「
十

年

前

」

の

「
夏

目

先
生

」

の
死

が
、

作
家

の
僕

に

と

っ
て
何

ら

か
の
パ

ラ
ダ

イ

ム
転

換

で
あ

っ
た

こ
と

は
確

か
で
あ

ろ
う
。

だ
が

そ

れ

以
後

の

「十

年

」
問

が

こ
こ

で

コ

段

落
」

と
呼
ば

れ

る
こ

と

に
よ
り
、

僕

に
と

っ
て

の
そ

の
内

実

は
全
く

明

か
さ

れ
な

い
ま
ま
、

そ

の

「
十

年
」

は
過
去

化

さ

れ
る
。

そ

し
て
そ

の
切
断

面

に

「
何

も

の
か
」

を
め
ぐ

る
異

質

な

一
行

が
挿

入

さ
れ

る
。

つ
ま
り
僕

は
過

去
を

「
十
年

」

の
区
切

り

で

性
急

に
単

位
化

す

る

こ
と
で
、

そ

の

「
現
在

」
を

差
異
化

し

よ
う

と
す

る
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の
で
あ

る
。

ま

た

「
屋

根
裏

の
隠
者

」

の
場
面

で
も
、

「
十
年

前

に
も

四

五
冊

の
ド

ス
ト

エ
フ

ス
キ
イ

に
親

し
ん

で
ゐ
た

」
僕

は

「
偶
然

(
?
)
彼

の
言

つ
た

『
罪

と
罰
』

と
云

ふ
言

葉

に
感

動

」
す

る
。

「
罪

と
罰

」

の
内

容

で
は

な
く
、

そ

の
題

名
自
体

に
引

き
付

け

ら
れ

る
僕

の
こ
の
傾
向

性

に

お

い
て
、

「
十
年
前

」

と

の
差

異
が

ま
た

も
顕

現
す

る

の

で
あ

る
。

 

ま
た
、

一
章

で
僕
が

「
上

り
電
車

に
間

に
合

ふ

か
ど
う

か
は
可
也

怪
し

」

く

、
常

に

「
時
間

を
気

に
」

す

る
こ
と

も
、

そ

の
時

間
意

識

の

一
面
を

示

す

も

の
で
あ
ろ
う
。

僕

は
日
常

的
時

間
、

つ
ま
り
線

条
的

に
秩

序
化

さ

れ

た
時

間

に
基

づ

い
て
動

く

「
上
り
列

車
」

に
乗

り
遅

れ

て
し

ま
う
。

 

 

 
自
動

車

は
ラ

ツ
パ
を
鳴

ら

し
な

が
ら
、

或
停

車
場

へ
横
着

け

に
な

 

 

つ
た
。

僕

は
或

理
髪

店

の
主
人

に
別

れ
、

停
車

場

の
中

へ
は

ひ

つ
て

 

 
行

つ
た
。

す
る
と

果
し

て
上

り
列
車

は

二
三
分

前

に
出

た
ば

か
り
だ

 

 

つ
た
。

待
合
室

の

ベ
ン
チ

に
は

レ

エ
ン

・
コ
オ
ト

を
着

た
男

が

一
人

 

 
ぼ

ん
や
り
外

を
眺

め

て
ゐ
た
。

こ

の
乗

り
遅

れ

に
よ
り

「
停
車

場

」

の
空

間

は
暫
定

的

に

「意

味

」
を
空

白

化

さ
れ

る

の
だ
が

、

「
レ

エ
ン

・
コ
オ

ト

を
着

た
男

」

と

い
う
、

い
わ

ば
僕

の
妄
想

の
実
体

化

現
象

が
そ

こ

に
初

め

て
現

れ

る
こ
と

は
注

目
さ

れ

る
。

こ
の
乗

り
遅

れ
、

つ
ま

り
僕

が
線
条

的

な
時

間
系
列

か
ら
ず

れ

て
し

ま
う

こ
と
こ
そ

が
、
妄

想

の
実

体
化

を
引

き
起

こ
す
構
成

与

件

に
な

っ
て

い
る

の
で
あ

る
。
以
後
僕

は
外

界

の
現
実

的
時

間

を
遮
断

し
、
非

系

列
的

、

非
数

量
的

な
無
時

間
性

の
内

を
歩

き
続

け

て
ゆ
く
。

そ

の
よ

う
な
在

り
方

は
、
三
章
末

尾

の
、
夢

か
ら
覚

醒

し
た
僕

の
姿

か
ら
も
窺

え

る
だ

ろ
う
。

 

 

 
僕

は
目

を
醒
ま

す
が

早

い
か
、
思

は
ず

ベ
ツ
ド

を
飛
び

下

り

て
ゐ

 

 
た
。
僕

の
部

屋

は
不
相

変
電

燈

の
光

に
明

る
か

つ
た
。

が
、

ど

こ
か

 

 

に
翼

の
音

や
鼠

の
き

し
る
音

も
聞

え

て
ゐ
た

。
僕

は
戸

を
あ

け

て
廊

 

 
下

へ
出

、
前

の
炉

の
前

へ
急

い

で
行

つ
た
。

そ
れ

か
ら
椅

子

に
腰

を

 

 

お
ろ
し

た
ま

ま
、
覚

束
な

い
炎

を
眺

め
出

し

た
。

そ

こ

へ
白

い
服
を

 

 
着

た
給

仕
が

一
人
焚

き
木

を
加

へ
に
歩

み
寄

つ
た
。

 

 

 

「
何

時

?
」

 

 

 

「
三
時

半

ぐ
ら

ゐ

で
ご

ざ

い
ま

す
。
」

 

 

 
し

か
し
向

う

の

ロ
ツ
ビ

イ

の
隅

に
は
亜
米
利

加
人

ら

し

い
女

が

一

 

 

人
何

か
本
を
読

み

つ
づ

け
た
。

彼

女

の
着

て
ゐ

る
の
は
遠

目

に
見

て

 

 

も
緑

い
ろ

の
ド

レ
ツ

ス
に
違

ひ
な

か

つ
た
。
僕

は
何

か
救

は

れ
た

の

 

 

を
感

じ
、
ぢ

つ
と
夜

の
あ
け

る

の
を
待

つ
こ
と

に
し
た
。

僕

は

「
何
時

?
」

と
尋

ね

て
お
り

、
現
実

の
時

間

に
対

す
る
意

識

は
依
然

存

在

す
る

の
だ
が
、

そ

の
よ
う

な
線

条
的

時
間

と
、

そ

の
線
条

性

に
基
づ

く
解
釈

的
蓋

然
性

(そ

ん
な
時

間

に

「
女
」

が

「本

を
読

み

つ
づ

け
」

て

い
る

の
は
変

だ
、

よ

っ
て

そ
こ

に

い
る

べ
き

で

は
な

い
、

と

い

っ
た
、

一

般
的

観
念

か
ら
導

き

出

さ

れ
る
蓋

然

性

)

に
反
し

て
、

「
緑

い
ろ

の
ド

レ

ツ

ス
」

の

「
亜

米

利
加

人

ら

し

い
女

」

は

そ

こ

に

い
た
。

つ
ま

り

こ

の

「
女

」

は
非

蓋
然

的

に

「
そ

こ
に

い
た
」

が
為

に
、
僕

の
無
時

間
的

「
現

在
」

に
参
画

さ

せ
ら
れ

て

い
る

の
で
あ

る
。

勿
論

一
見

す
れ
ば

「緑

い
ろ

の
ド

レ
ツ

ス
」

の

「
緑

い
ろ
」
と

い
う

明
確

な
表

徴
性

が
僕

を
誘
引

し

て

い
る

か

の
よ
う

に
見

え

る

が
、

「
歯
車

」

の
色

彩

に
は
、
必

ず

し
も

吉

凶

と
し

て

の
二
項
対

立
的

「
意
味

」

が
内

在

し
て

い
る
訳

で
は

な

い
。

そ

も

そ
も
僕

は

「
ど

こ
か

に
翼

の
音

や

鼠

の
き

し
る
音

」
が

す
る

「
現
在

」

を

恐

れ
て

「炉

の
前

」

に
逃
げ

込

ん
だ

の

で
は
な

い
。
僕

が

「
思

は
ず

ベ
ツ

ド
を

飛
び
下

り
」

た

の
は
、
自

ら

の

「
動

き
」

の
果

て
に
想
定

す

る

「何

も

の

か
」

の
像

が
、

「
或

狂

人

の
娘
」

と

い
う
、

現
実

的
、

係

累
的

な

表

象

と
夢

の
中

で
結

合

し
た

為

で
あ

ろ

う
。
僕

は
以
後
妄

想
的

思

い
な

し

に
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よ

り
そ

の

「
現
在
」

を
拡

張

、
維
持

し

て
ゆ

く

の
だ
が

、
そ

れ
を
動

機
付

け

る
も

の
は
、

そ
の

「
現
在

」
が

、
今

「
三
時

半

ぐ
ら

ゐ
」

で
あ

る
と

い

う
厳

然
た

る
事
実

性

の
内

に
解

消

さ

れ

て
し

ま
う

こ
と

へ
の
恐
怖

な

の
で

あ

る
。
そ

れ
故

に

「
三
時
半

ぐ
ら

ゐ
」

と

い
う
事
実

性

と
拮

抗

す
る
も

の

と
し

て
、

「
向

う

の

ロ
ツ
ビ

イ

の
隅

に
は

亜
米

利

加
人

ら

し

い
女

が

一
人

何

か
本

を
読

み

つ
づ

け

」

て

い
る

こ

と
が
、

「
し
か

し
」

に
お

い
て
強

制

的

に
呼
び

込
ま

れ
る
。

僕

が

「
何

か
救

は
れ

た

の
を
感

じ
」

る

の
は
、

そ

こ
で

「
現
在

」

が
取

り
敢

え

ず
維

持

さ

れ

た
為

な

の

で
あ

り
、

「長

年

の

病

苦

に
悩

み
抜

い
た
揚

句
、

静

か

に
死
を
待

つ
て

ゐ
る
老
人

の
や
う

に
」

夜

明
け
を
待

つ
と

い
う

、
僕

の
演

技
的

な
態

は
再

び
継

続

さ
れ

て
ゆ
く

。

 

つ
ま
り
僕

の

「
現
在

」

の
最
も

強
靱

な

〈論

理

〉

で
あ

る
関
係

妄
想

的

志
向

は
、
自

己

の
存
在

の
線

条
性

を
迂

回
す

る
方

法

な

の
で
あ

り
、

そ

の

妄

想
的

思

い
な

し

の
内

に
は
、

「
罰

せ

ら
れ

る

べ
き

僕
」

以
外

の
自

己

像

が
浮
上

す
る

こ
と

は
な

い
。

僕

は

「
現
在
」

の
因
果
性

を

「
何

も

の
か
」

の
意
志
性

に
す

り
替

え

る
こ

と
で
、
自

ら

の
歴
史

的

側
面

に
深

入

り
す
る

こ
と
を
避

け

る
。
自
己

の
現
実

の
歴
史

は

「
十
年

」

と

い
う
区

切
り

の
内

に
封
印

さ
れ
、

僕

の

「
現
在

」

と
明
確

に
線

引

き

さ
れ

る
の

で
あ

る
。

四
 
「対
」

へ
の
志
向
と
そ
の
破
綻

 
そ

こ
で
、
僕

の

「動

き

」

の
内

に
想

定

さ
れ

る

「何

も

の

か
」

と

い
う

存
在

が
当

然
問

題

に
な

る
。
僕

は
自

己

の

「
現

在
」

を
、

過
去

か

ら
連

鎖

す
る

も
の
と
し

て

は
捉

え

な

い
。

た

だ
性
急

に
そ

れ
を

「何

も

の
か
」

の

作
為

と
し
て
平

面
的

に
関

係
付

け
よ

う

と
す

る
。

た
と

え
僕
が

自
身

の
過

去

に
言

及
す

る
時

も
、

常

に
そ

の
過

去

の
事
実

(「
地

獄
変

」

と

い
う
題

名
、
自

分

の
ペ

ン
ネ
ー

ム
な

ど
)
が

、
今

の

「
地
獄

的
」

な

「
現
在

」
を

先

駆
的

に
暗

示
し

て
い
る

と
捉

え

る

の

で
あ

り
、

そ
こ

に
は
、

こ

の

「
現

在

」

こ
そ
が

、
過

去

の
自
身

の
在

り
方

を
意
味

付

け
る
上

で

の

「
前
提

」

で
あ

る
と

い
う
、

認
識

を

め
ぐ

る
構
造

的
倒

錯

が
あ

る
。

僕

は
そ

の
平
面

的

(自

ら

の
線
条

的

歴
史

か
ら
切

断

さ
れ

た

二
次

元
的
地

平

に
措
定

さ

れ

る

と

い
う
意

味

で
)

「
現

在

」
を

維
持

す

る
為

に
、
自

ら

の

「対

」

と
な

る

べ
き

「
何

も

の
か
」

と

い
う

「
装

置
」

を
、

「
現

在
」

の
因
果

性

を
収

束

す

る
地

点

に
強

制

的

に
配

置

す

る

の

で
あ

り
、

そ

れ

を
根

拠

に
し

て

「
現
在

」

と
し

て

の
空

間

が
そ

こ

に
創

出

さ
れ

る
と
も

言
え

る
だ

ろ
う
。

 

「歯

車

」

の
空

間

は
、

僕
が
意

識

や
感
覚

を
主

体
的

に
披
渥

す

る

こ
と

に
お

い
て
成

立

し

て

い
る

の

で
は
な

く
、
僕

の
身
体

的
領

域

に

「
何

も

の

か
」

の
視
線

が
呼

び

込
ま

れ
、

そ

の
被

視
感

の
内

に
僕

が
演
技

的

に
振

る

舞
う

と

い
う

パ
タ

ー

ン
が

維
持

さ
れ

る

こ
と

に
お

い
て
成

立

し

て

い
る

の

で
あ

り
、

そ

こ

に
は
両
者

の
ダ

イ

ア

ロ
ー
グ

が
構

造

と
し

て
存

在

す
る

と

も
言

え

る
。
僕

の
妄

想
的

思

い
な
し

が
発

現
し

、
次

に
そ

こ
で
関
係

付

け

ら

れ
る

べ
き

現
象
を

「
何

も

の
か
」

が
示

す

と

い
う
相

互
作

用
が

そ

こ
に

は
あ

る
。

僕

の
内

に
も

し

「
主
体

的
意

志

」
が

見
出

さ
れ

る
と
す

れ
ば
、

そ

れ
は

そ

の
構

造
を

演
技

的
営

為

に
よ

り
維
持

し
よ
う

と
す

る
意

志

に
お

い
て

の
み

で
あ

ろ
う

。

そ

こ
で

「
書

く

こ
と
」

は
、

も
は

や

「
主
体

的
意

志

」

に
お

い
て
発
動

さ

れ
る

よ
う
な
直

接

的
な

も

の
で
は
な

い
。

三
章

の

「或

先
輩

の
彫
刻
家

」

と

の
会

話

で
僕

は

「
え
え
、
仕

事
も

し

て
ゐ

る
の

で
す
」

(傍

点
論

者

)

と
述

べ
る

の
で

あ

り
、

そ

の
滞

在

と
彷

径

の
裡

に

は
、
「
仕

事
」

(創
作

)

と
は
全

く
別

位
相

の
、

あ

る
必

死

な
演
技

的
営
為

が

同

時

に
秘

め

ら

れ

て

い
た
。

「
屋

根

裏

の
隠

者

」

の
場

面

で
も

僕

は

「
『罪

と

罰
』

と

云

ふ
言

葉
」

の
示

す

も

の
、

つ
ま
り
罪

と
罰

と
が
対

置

さ
れ

る
構
図

に
反
応

す

る
。
僕

が

「
ア

ナ
ト

オ

ル

・
フ

ラ
ン

ス
の
対
話
集

」
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と

「
メ
リ

メ

ェ
の
書
簡

集
」

を
買

う

こ
と
も

、

そ

の

「
対
」

へ
の
志

向
を

示

す
も

の
で
あ

ろ

う
。

そ

れ

は

「
対

話

集
」

「
書
簡

集

」

で
あ

る
が

故

に

(本

質
的

に

「対

」

の
構
図

を
孕

む
が

故

に
)
購

入

さ
れ

る
の

で
あ

る
。

故

に
僕

の

「
妄
想

性
」

は
、

主
体

性

の
脆
弱

化
を

示

す
も

の
な
ど

で
は
な

い
。

そ

れ
は
、

既

に
限

界
性

を
露

わ

に
し

た
過
去

の
主

体
化

志
向

と
は
全

く
別

位
相

に
お

い
て
、

そ

の

「現

在
」

を
成

立

さ
せ

る
為

に
僕

が

用

い
る

く
論

理
V

な

の
で
あ

り
、

そ

の
妄

想
的

思

い
な

し
は
、

仮
構

の

「何

も

の

か
」

と

の
呼
応

の
内

に
、
他

律
的

で
不

随
意

な
も

の
と
し

て

(或

い
は

そ

れ
を

偽
装

し

て
)
成
立

す

る
。

そ
れ

は
僕
が

姉

の
夫

の
よ
う

に
、
自

殺

に

よ

っ
て

そ

の

「地

獄
的

」
状

況

を
主
体

的

に
閉

じ
よ
う

と

し
な

い
こ
と

か

ら

も
窺

え

る
だ

ろ
う

。

「
何

も

の
か

が
僕

を

狙

っ
て

い
る
」

と

い
う

意
識

表
明

は

一
種

の

レ
ト

リ

ッ
ク

で
あ

っ
て
、

そ
れ

は
僕

が
演
技

的
存
在

で
あ

り
続

け

る
為

に
要
請

さ
れ

た
も

の
な

の

で
あ

る
。

 

つ
ま

り
僕

は
完

結

し
た
構

造
体

で
は
な

く
、
常

に

「
何

も

の
か
」
と
向

か

い
合

っ
て

ゆ
く
演

技

的

な
運

動
体

な

の
で
あ

る
。

「
ど

こ
と
云

ふ

こ
と

な

し
」

の

「
動

き
」

に
お

い
て
自

己

の

「意

味

」

か
ら
離

れ
、
僕

は

「何

も

の

か
」

の
棲
息

す

る
場

へ
向

か
う
。

そ

こ

で
は

「何

も

の
か
」

の
視
線

が

常

に
僕

の
身

体

領
域

に
呼

び

込

ま

れ

る

の

で
あ

り
、

そ
れ
故

に
そ

の

「
動
き
」

は
被
視

感

に
基

づ
く
演

技
性

を
帯

び
ざ

る
を
得

な

い
。

そ

の
よ

う

な
演
技

的
在

り
方

は
、

二
章

の

こ
の
場
面

か
ら
も
窺

え

る
。

 
 

 

そ
れ

は
金
鉦

の
制

服
を
着

た

二
十

二
三

の
青
年

だ

つ
た
。

(中
略

)

 
 

彼

は
帽
を

脱

い
だ

ま
ま
、
怯

づ

々

々
か
う

僕

に
話

し
か
け

た
。

 
 

 

「
A

さ
ん

で
は

い
ら

つ
し
や

い
ま
せ

ん
か

?
」

 
 

 

「
さ
う

で
す
。
」

 
 

 

「
ど
う

も
そ

ん
な
気

が

し
た

も

の
で
す

か
ら

、

・:
…
…
」

 

 

 

「
何

か
御

用

で
す

か
?
」

 

 

 

「
い
え
、

唯

お
目

に

か
か
り

た
か

つ
た
だ

け

で
す
。
僕

も
先

生

の

 

 
愛

読
者

の
…
…

…
」

 

 

 
僕

は
も

う
そ

の
時

に
は

ち
よ

つ
と
帽

を

と

つ
た
ぎ

り
、
彼

を

後

ろ

 

 

に
歩

き
出

し

て
ゐ
た
。

先
生

、

A
先
生

、
ー

そ
れ

は
僕

に
は

こ

の
頃

 

 

で
は
最

も

不
快

な
言
葉

だ

つ
た
。

僕

は
あ

ら
ゆ
る
罪

悪

を
犯

し
て

ゐ

 

 

る

こ
と
を

信
じ

て
ゐ

た
。

し

か
も
彼
等

は
何

か

の
機

会

に
僕

を
先
生

 

 

と
呼
び

つ
づ
け

て
ゐ

た
。
僕

は

そ

こ
に
僕
を
嘲

る
何

も

の
か
を

感

じ

 

 
ず

に
は
ゐ

ら
れ

な
か

つ
た
。

「
あ

ら
ゆ

る
罪

悪
を
犯

し

て

ゐ
る

こ
と
を
信

じ

て
ゐ
」

る

の
に

「
彼

等

は

何

か
の
機
会

に
僕

を
先

生

と
呼
び

つ
づ
け
」

る
、

よ

っ
て
そ

こ

に

「
僕

を

嘲

る
何

も

の

か
」
を
感

じ

る
、

と

い
う

〈
論

理
〉

を
用

い
て
、

僕

は

「
A

先
生

」
と

い
う
自

己
像

を

迂
回

す

る
。

こ
こ

で

「
先
生

」
と

い
う
呼

称

を

生

む
僕

の
社
会

的

コ
ン
テ
ク

ス
ト
が
持

ち

込
ま

れ
る

こ
と

に
よ

っ
て
、

テ

ク

ス
ト

の

「
現

在
」

が
空
無

化

さ

れ
る
危
険

が

孕
ま

れ
る

の
で
あ

り
、

そ

れ
故

に
こ

の

「
青
年

」

は
即
刻

排
除

さ

れ
る

べ
き
存
在

な

の
で
あ

る
。

 

だ

が
僕

は

六
章

で

「
避

暑
地

」

に
帰

っ
た
が

為

に
、

自
己

の
歴
史

性

か

ら
切

断

さ
れ

た
場

の
中

で

「
ど

こ
と
云

ふ

こ
と
な
し
」

の

「
動

き
」
を

継

続

す
る

こ
と
が

困
難

に
な

る
。

そ

の
意
味

で

こ
の
帰
還

は
、

僕

の
構

造

的

矛
盾

を
顕

在
化

さ

せ
る
逆

説
的

行
為

で
あ

っ
た
。

こ
の
よ
う

な
逆
説

性

に

関
し
芥

川
は
度

々
言

及

し
て
お
り
、

「
玄
鶴

山
房

」

(
『中
央

公
論

』
昭

二

・

一
)

に
も

こ
の
よ

う
な

「
病
的

」

心
理

を
め

ぐ
る
記
述

が
あ

る
。

 

 

甲

野
は
髪

を
結

び

な
が

ら
、

甲
高

い
お
鳥

の
声

を
聞

き
、

い
つ
か
彼

 

 

女

の
友

だ
ち

が
話

し
た
或

女

の

こ
と
を
思

ひ
出

し
た
。

彼
女

は
パ

リ

 

 

に
住

ん

で

ゐ
る
う

ち

に
だ
ん

だ
ん
烈

し

い
懐
郷
病

に
落

ち

こ
み
、

夫
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の
友
だ

ち
が
帰

朝

す
る

の
を
幸

ひ
、

一
し
よ

に
船

へ
乗

り
こ

む
こ
と

 
 

に
し
た
。
長

い
航

海
も

彼
女

に
は
存

外
苦

痛

で
は
な

い
ら
し

か

つ
た
。

 
 

し
か
し
彼

女

は
紀

州
沖

へ
か
か

る
と
、
急

に
な
ぜ

か
興
奮

し

は
じ
め
、

 
 

と
う

と
う
海

へ
身

を
投
げ

て
し
ま

つ
た
。

日
本

へ
近
づ

け
ば
近

づ
く

 
 

ほ
ど
、

懐
郷

病
も
逆

に
昂

ぶ

つ
て
来

る
、
1

甲
野

は
静

か

に
油

つ
手

 
 

を
拭

き
、
腰

ぬ
け

の
お
鳥

の
嫉

妬

は
勿
論

、
彼

女

自
身

の
嫉
妬

に
も

 
 

や
は

り
か
う

云

ふ
神

秘

な
力

が
働

い
て
ゐ

る
こ

と
を
考

へ
た

り
し

て

 
 

ゐ
た
。
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(四
)

こ
こ

で
は

「
懐
郷

病
」

と

名
付

け
ら

れ

て

い
る

逆
説

性

は
、

「歯

車

」

の

六
章

で
、
僕

の

「
問

い
」

の
即
物
性

を
増

幅

さ
せ

、
そ

の
思

い
な

し
を
臨

界
化

さ

せ

る
。
「
な
ぜ

あ

の
飛

行
機

は
ほ

か

へ
行

か
ず

に
僕

の
頭

の
上
を

通

つ
た

の
で
あ
ら

う

?
 

な
ぜ

又

あ

の
ホ

テ

ル
は
巻

煙

草

の

エ

エ
ア

・
シ

ツ
プ

ば

か
り
売

つ
て

ゐ
た

の
で
あ

ら
う

?
」

と
、

滑
稽

な

ま
で

に
即
物
的

な

そ

の
問

い
は
、

「
何

も

の

か
」

の
意

志

性

に
全

て
委

ね

ら

れ
て

い
る

の

で
あ

る
。

唯

一

「
妻

の
弟

」

と

の
会

話

で
僕

の
構

造

が
定
義

さ
れ

よ
う

と

す

る
が
、
僕

は

そ
の
定
義

さ

れ
た
自

己

像

に
決
し

て
深

入

り
し
な

い
。

 
 

 

「
兄
さ

ん
は
僕

な
ど

よ

り
も
強

い
の
だ

け
れ

ど
も
、
1

」

 
 

 
無

精
髭

を
伸
ば

し
た

妻

の
弟

も

寝
床

の
上

に
起

き
直

つ
た

ま
ま
、

 
 

い

つ
も

の
通

り
遠
慮

勝

ち

に
僕
等

の
話

に
加

は

り
出

し
た
。

 
 

 

「強

い
中

に
弱

い
と
こ

ろ
も
あ

る

か
ら
。

…

…
…
」

 
 

(中

略
)

す
る

と
弟
も

微
笑

し

な
が

ら
、
遠

い
垣

の
外

の
松
林

を

眺

 
 

め
、

何

か
う

つ
と
り

と
話

し

つ
づ

け

た
。

(
こ
の
若

い
病

後

の
弟

は

 
 

時

々
僕

に
は
肉
体

を
脱

し

た
精
神

そ

の
も

の

の
や
う

に
見
え

る

の
だ

 
 

つ
た
。
)

 
 

 

「
妙

に
人
間
離

れ
を
し

て

ゐ
る

か
と
思

へ
ば

、
人

間
的
欲

望

も
ず

 

 

ゐ
ぶ
ん

烈
し

い
し
、

…

…
…
」

 

 
 

「
善

人

か
と
思

へ
ば

、
悪

人

で
も
あ

る
し

さ
。
」

 

 
 

「
い
や
、

善
悪

と
云

ふ

よ
り
も
何

か
も

つ
と
反
対

な
も

の
が
、
…

 

 

…
…
」

 

 
 

「ぢ

や
大

人

の
中

に
子
供

も
あ

る

の
だ
ら

う
。
」

 

 
 

「
さ
う

で
も

な

い
。

僕

に
は

は

つ
き

り
と

言

へ
な

い
け
れ

ど
、
…

 

 

…
…
電

気

の
両
極

に
似

て

ゐ
る

の
か
な
。

何

し
ろ
反
対

な

も

の
を

一

 

 

し
よ

に
持

つ
て
ゐ
る
。
」

 

 
 

そ

こ

へ
僕

等

を
驚

か
し

た

の
は
烈

し

い
飛

行
機

の
響

き
だ

つ
た
。

こ

の

「
反
対

な

も

の
を

一
し
よ

に
持

つ
て

い
る
」

と

い
う
構

造

は
、

そ

の

ま
ま

「
芥
川

龍

之
介
」

と

い
う

「
作
家

」
像

に
適

用
可
能

な
も

の
で
は
な

い
。

そ
れ

は
あ

く
ま

で

こ
の
テ

ク

ス
ト
内
部

の
事
態

を

め
ぐ

る

一
回
的
な

表

象

で
あ

り
、

ま
た

そ
れ

は
妻

の
弟

の
視
線

に
よ

り
抽
出

さ

れ
た
、

僕

の

構
造

を

め
ぐ

る

一
つ
の
解

釈

で
し

か
な

い
。

よ

っ
て
そ

こ

に
何

ら

か

の

「
本

質
」

(「
芥

川
龍

之
介

」
の
そ
れ
も

含

め
て
)
が
あ

る
と
見

倣

す

の
は
、

こ
の
テ

ク

ス
ト

の
構
造

を
無

視

し
た
恣

意
的

な
読

み

に
他

な

ら
な

い
。
実

際

に
、

こ

の
妻

の
弟

の
言
葉

は
直

後

「
烈

し

い
飛

行
機

の
響

き
」

に
寸
断

さ

れ
、

「
あ

の
飛
行
機

は
落

ち

は
し

な

い
か
?
」

と
、
会

話

か
ら
ず

れ

た

問

い
が
発

さ

れ
る
。

こ
こ
で
も

僕

の
問

い
は
即
物

的

で
あ
り
続

け

る

の
で

あ

り
、

そ
れ

は
僕
を

主
語

に
す

る

こ
と

か
ら
逃

れ
よ
う

と
し

て

い
る
と

も

言

え

る
だ

ろ
う

。
僕

は
自

己
解

釈

の
超

越

的
地

平

に
立

と

う

と

せ
ず
、

「肉

体

を
脱

し
た
精

神

そ

の
も

の
の
や
う

」
な
妻

の
弟

の
透

明
な

超
越
性

に
も
決

し
て
同

化

し
な

い
。
妻

の
弟

は

「遠

い
垣

の
外

の
松
林

」

へ
眼

を

向

け

て
お
り
、

そ

の
意
味

で
は
僕

と
同
質

性

を
持

つ
と
も
言

え

る
。

し
か

し
僕

は
こ

の
会

話

か
ら
離

れ
、

極
端

に
即
物
的

な

「
い
ろ

い
ろ

の
疑
問

」
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に
苦

し

み

つ
つ
、
更

な
る

「歩

行

」

へ
と
促

さ
れ

て
ゆ
く
。

 
そ

し

て
こ

の
終
わ

り
な

き

「
何

も

の
か
」
と

の

「対

」
構

造

の
均
衡

が
、

妻

の
介
入

(僕

が
演
技

的

に
構
築

し

よ
う
と

す

る

「
現
在

」

と
は
全

く
別

の
現

実
的

コ
ン
テ

ク

ス
ト

の
介
入

)

に
よ

っ
て
破

ら
れ

た
時
、
僕

の

「
現

在
」

は
決

定
的

に
破

綻
す

る

こ
と

に
な
る
。

 
 

 
そ

こ

へ
誰

か
梯

子
段

を
慌

し
く

昇

つ
て
来

た
か

と
思

ふ
と
、

す

ぐ

 
 

に
又
ば

た
ば

た
駈
け
下

り

て
行

つ
た
。
僕

は

そ

の
誰

か

の
妻
だ

つ
た

 
 

こ
と
を
知

り
、
驚

い
て
体

を
起

す
が
早

い
か
、

丁
度

梯

子
段

の
前

に

 
 

あ

る
、
薄

暗

い
茶

の
間

へ
顔

を
出

し
た
。

す

る
と
妻

は
突

つ
伏

し

た

 
 

ま

ま
、
息

切

れ
を

こ
ら

へ
て
ゐ

る
と
見

え
、
絶

え
ず

肩

を
震

は
し

て

 
 

ゐ
た

。

 
 

 

「
ど
う

し
た

?
」

 
 

 

「
い
え

、
ど

う
も

し
な

い
の
で
す
。

:
・…

…
」

 
 

 
妻

は
や

つ
と
顔

を
擾
げ

、

無
理

に
微
笑

し

て
話

し

つ
づ
け

た
。

 
 

 

「
ど
う

も

し
た
訳

で
は

な

い
の

で
す

け

れ
ど
も

ね
、
唯

何
だ

か
お

 
 

父
さ
ん
が
死

ん
で
し
ま

ひ
さ
う
な
気
が
し
た
も

の
で
す

か
ら
。
…
…
…
」

 
 

 

そ
れ

は
僕

の

一
生

の
中

で
も
最

も
恐

し

い
経

験
だ

つ
た
。
ー

僕

は

 
 

も
う

こ
の
先
を

書
き

つ
づ

け
る
力

を
持

つ
て
ゐ
な

い
。

か
う

云

ふ
気

 
 

も

ち

の
中

に
生

き

て
ゐ
る

の
は
何

と
も

言

は
れ
な

い
苦
痛

で
あ

る

。

 
 

誰

か
僕

の
眠

つ
て
ゐ
る
う

ち

に
そ

つ
と
絞

め
殺

し

て
く

れ

る
も

の
は

 
 

な

い
か

?

こ
の
事
件

を

「
僕

の

一
生

の
中

で
も
最

も
恐

し

い
経

験
」

と

言

わ
せ
た

も

の
は
、

「
負

担

に
な

る

が
愛
着

も
あ

る
家

族

の
中

で
、

最

も
自

分

の
身

を

案

じ
不
安

を
抱

く
妻

か
ら
自

殺

の
ひ
そ

か
な
決
意

を
ず
ば

り
と
言

い
当

て

ら

れ

た
衝

撃
」

な

ど

で
は
あ

り
得

な

い
。

そ
も

そ
も

こ

の
僕

が
密

か

に
自

殺

(そ
れ

は
主
体

的
行

為

で
あ
り
、

テ

ク

ス
ト

の

〈
論

理
〉

と
決
定

的

に

背
離

す

る
)
し

よ
う

と
し

て

い
る
と

い
う

こ
と
が
、

一
体

テ

ク

ス
ト

の
ど

こ
か
ら
読

み
取

れ

る
の
だ

ろ
う

か
。

こ

の
事
件

の
衝

撃

は
、
平

面

的

「
現

在
」

の
創

出

に
不
可
欠

な
仮

構
的

「
対

」
が
、

妻

の
闊
入

に
よ

っ
て
現

実

的

「
対
」

に
置
換

さ

れ

て
し
ま

っ
た

こ
と

に
あ
る

の
で
あ

る
。

そ
れ

で
も

僕

は
自

殺

せ
ず

に
、

た
だ

「
何

か
」
を
待

ち
続

け
よ

う

と
す

る
。

 

そ
し

て
そ

こ
で
は

「
書

く

こ
と
」
が

、
結
局

今

そ

こ
で
そ

れ
を

書

い
て

い
る

〈
主

体
〉

と

の
意

味

的
癒
着

を

回
避

し
得

な

い

(換

言

す

れ
ば
、

そ

れ
自

体
絶

対
的

な
透
明

性

で
は
あ

り
得

な

い
)

と

い
う
、

い
わ
ば

「
書

く

こ
と
」
を

め
ぐ
る
根

源
的

な
係
累

性
が
同

時

に
暴
き
出

さ
れ

る

の
で
あ

り
、

自
己

矛
盾

と
化

し
た

そ

の
よ
う
な

「
書

く

こ
と
」

か
ら

の
離

脱
が

、

ま
さ

に
こ

の
テ
ク

ス
ト
を
書

き

つ
つ
あ

る
僕

と
そ

の
読
者

と

い
う

メ
タ

レ
ベ

ル

に
お

い
て
訴

え
か
け

ら
れ

て
ゆ
く

。

そ
し

て
こ

こ
で
自

ら

の
原

理

的
欲

望

を

晒
け
出

し

て
し
ま

っ
た

こ
と

で
、

テ
ク

ス
ト

は
自

ら

を
支

え

る
強
度

を

失

い
、
閉

じ

ら
れ

て
し
ま

う

の
で
あ

る
。

 

よ

っ
て

こ
の
よ
う

な
僕

の

「
現

在
」

は
、
晩

年

の
芥
川

が
創

出

し

よ
う

と

し
た

「
文
学

空
間

」

で
あ

っ
た
と

も
言
え

る
だ

ろ
う
。

そ

こ
で
展
開

さ

れ

る
僕

の

〈
論

理
〉

は
、

自
己

主
体
化

と

い
う
、

い
わ
ば

「
近
代

」

が

一

元
的

に
価

値
化

し

て
き
た

「
意
味

」

の
磁
場

か
ら
逃

れ
出

よ

う

と
す

る
、

あ

る
自

己

投
企

的

な
運

動

で
あ

っ
た

の

で
あ
る
。

「
歯

車
」

で
僕

の
主

体

的
在

り
方

の
可
能

性
を

示
唆
し

て

い
た

「松

林

の
向
う

に
海

の
あ

る
風
景

」

の
構
造

(
「
松
林

の
上

に

か
す

か

に
海

を
覗

か

せ
」

た
構
造

)

は

、
他

の

芥

川

テ
ク

ス
ト

で
は
こ

の
よ
う

な
象

徴
的

「
意
味

」
を
投

影

さ

れ

て

い
た
。

 
 

 
医

者

は
彼

の
先

に
立

ち
な
が
ら

、
廊
下

伝

ひ
に
或
部

屋

へ
行

つ
た
。

 
 

そ

の
部

屋

の
隅

に
は

ア

ル
コ
オ

ル
を
満

し

た
、
大

き

い
硝

子

の
壷

の
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中

に
脳
髄

が
幾

つ
も
漬

つ
て
ゐ

た
。

彼

は
或

脳
髄

の
上

に
か
す

か

に

白

い
も

の
を
発

見
し

た
。

そ
れ

は
丁
度

卵

の
白
味

を

ち
よ

つ
と
滴

ら

し
た

の
に
近

い
も

の
だ

つ
た
。
彼

は
医

者

と
立

ち
話

を
し

な
が

ら
、

も

う

一
度

彼

の
母
を

思

ひ
出

し

た
。

 

「
こ
の
脳
髄

を
持

つ
て
ゐ
た
男

は

×
×
電

燈
会

社

の
技
師

だ

つ
た

が

ね
。

い
つ
も
自

分

を
黒
光

り

の
す

る
、
大

き

い
ダ

イ
ナ

モ
だ

と
思

つ
て
ゐ
た
よ
。
」

 

彼

は
医

者

の
目
を
避

け

る
為

に
硝

子
窓

の
外

を
眺

め

て
ゐ
た
。

ぞ

こ

に
は
空

き
罎

の
破

片
を
植

ゑ

た
煉
瓦

塀

の
外

に
何

も
な

か

つ
た
。

 
 

し
か
し
そ

れ
は
薄

い
苔

を
ま
だ

ら

に
ぼ

ん
や
り

と
白
ら

ま
せ

て
ゐ
た
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(
「或

阿

呆

の

一
生

」 

二
 

母
)

こ
の
よ

う
な

認
識

は
、

「
路

上
」

(大

八

・
六
～

八

『
大

阪
毎

日

新
聞

』
)

の
精
神

病
院

訪
問

場
面

で

の
新

田

と
俊

助

の
会

話

の
中

で
も
示

さ

れ
る
。

 
 
 

「
君
、

こ
の
連
中

が

死
ん
だ

後

で
、
脳

髄
を

出

し
て
見

る

と
ね
、

 
 

う

す
赤

い
搬

の
重

な
り
合

つ
た
上

に
、

ま
る

で
卵

の
白
味

の
や
う

な

 
 

物

が
、

ほ

ん

の
指
先

程
、

か

》
つ
て
ゐ

る
ん
だ

よ
。
」

(中

略

)

 
 
 
 
「
つ
ま

り
磐
梯

山

の
爆

発

も
、

ク

レ

マ
ン
ソ
オ

へ
出

し
た

辞
職

届

 
 

も
、
女
た

ら
し

の
大

学
生

(全

て
患

者

の
妄
想

内
容

 
論

者
註

)
も

、

 
 

皆

そ

の
白
味

の
や
う
な
物

か
ら
出

て
来

る
ん

だ
、
我

々
の
思

想

や
感

 
 

想

だ

つ
て
ー

ま
あ

、
他

は
推

し

て
知

る

べ
し

だ
ね
。
」
 

(
二
十
九

)

「脳

髄

」
上

の

「
白
味

の
や

う
な
物

」

を
、

歴
史
的

営
為

を
全

て
相
対
化

す
る
よ

う
な
根

源
的
要

因

と
捉

え
る
解
剖

学
的

認
識

が

こ

こ

に
は
あ

る
。

し

か
し

「
歯

車
」

に

お
け

る
僕

の

「
動

き
」

は
、

こ

の

よ
う

な

い
わ

ば

「
認
識

の
風
景

」
を
対

象
化

し

た
地

点

、
つ
ま
り

「
主
体

的

で
あ

る

こ
と
」

に
付

き

ま
と
う

、
「
意

味

」

を

め
ぐ

る
閉

塞

に
対

峙
し

た
地

点

か
ら
発

動

し
て

い
る
も

の
で
あ

ろ
う
。

そ

の
意
味

で

「
歯
車

」

に

「
主
体

の
崩
壊

」

な

ど
と

い
う
帰
結

的

人
間
像

を
見

出

す

こ
と
は
、
何

の
有
効

性
も

持

ち
得

な

い
。

逆

に
こ

の
テ

ク

ス
ト
は

、
「
帰

結

」

と

い
う
名

の

「
意

味

」

の
確

定

か
ら

、
更

に
逃
走

し
続

け
よ

う
と

し

て

い
る

の

で
あ

る
。

註
(1
) 

石
崎
等

「松
林

の
あ
る
風
景
1

『歯
車
』

一
面
」

(
『現
代

国
語
研
究

シ
リ

ー

 

 

ズ
ー
 
芥
川
龍
之
介
』 

一
九
七

二

・
五
 

尚
学
図
書
)

(2
) 

佐
伯
彰

一

「聖

な
る
狂
気
」

(『物
語
文
学
論
』
所
収

 

一
九
七
九

・
八
 
講

 

 

談
社
)

(3
) 

吉

見
俊
哉

・
若
林

幹
夫

・
水
越
伸

『
メ
デ

ィ
ア

と
し

て
の
電
話
』

第

一
章

 

 

 
〔若
林
幹
夫
執
筆
〕

(
一
九
九
二

・
十

↓ 

弘
文
堂
)

(4
) 

『
メ
デ

ィ
ア
と
し
て

の
電
話
』
第

二
章

変
容

す
る
社
会
空
間

〔吉
見
俊
哉

 

 

執
筆
〕

(5
) 

東
京
電
気

通
信
局
編

『東
京

の
電
話

・
そ
の
五
十
万
加
入
ま

で
』
中
巻

(
一

 

 

九
六

一

・
三
 

電
気
通
信
協
会

)

(6
) 
註

5
に
同

じ

(7
) 

吉
見
俊
哉

は

『
「声
」
の
資
本
主
義
 
電
話

・
ラ
ジ
オ

・
蓄
音
機

の
社
会
史
』

 

 

 
(講
談
社
選
書

メ
チ

エ
48
 

一
九
九
五

・
五
)
の

「
モ
ダ

ニ
ズ
ム
と
無
線

の
声
」

 

 

で
、
様

々
な
通
信

メ
デ

ィ
ア
の
発
達

が
生
ん
だ

「新
し

い
世
界
感
覚

」
と
し
て

 

 

の

「
世
界

の
縮

小
と
同
時

化
」
が
、
「
言
語
的
想

像
力

の
あ

り
方
」
を
根
底

か

 

 

ら
変

え
た
事
態
を
未
来

派
の
芸
術
観

に
見
出
し
て

い
る

が
、

そ
の
よ
う
な

「線

 

 

形
性
を
解
体

さ
れ
た
想

像
力
」

(吉
見
)

の
問
題
は
、

こ
の

「
言
葉
」

の
偶
発

 

 

的
変

貌
と
も
関
わ

る
も

の
で
あ
ろ
う
。
た
だ
、
そ

の
よ
う
な

「歯
車

」
の
表
現

 

 

を
、
芥
川
の
先
見
性

と
し
て
安

易

に
肯
定
し
て
し
ま
う

こ
と
も

で
き
な

い
。

こ

 

 

の

「言
葉
」
の
変
貌

は
、
僕

に
と

っ
て
ま
さ
に
実
存
的

な
恐
怖
そ
の
も

の
で
あ

っ

 

 

た
こ
と
を
、
再
確
認
し
て
お
く
必
要
が
あ

る
。

(8
) 

石
割
透

「
『歯
車
』

を
読

む
」

(『作

品
論
 
芥

川
龍
之
介
』

一
九
九
〇

・
十

 

 

二
 

双
文
社
出
版
)

に

「〈僕

〉
は
結
局

『仕
事
』
か
ら
も
疎

外
さ
れ
て

い
る
」

 

 

と

の
指
摘

が
あ

る
が
、
氏
は

「〈
僕
〉

に
は
今
や

『地

獄
』

に
生

き
る

く僕
V
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自

身
を
書
く

こ
と
に
よ

っ
て
反
舞

す
る
営
み
し
か
残
さ
れ

て
は
い
な

い
」
と
、

 
 
や
は
り
僕
の
姿
を
帰
結
的

に
捉
え
て
し
ま

っ
て
い
る
。

(9
) 

梶
木
剛

『思
想
的
査
証
』

(
一
九
七

一
・

一 

国
文
社

)
に
、
僕
の

「動

き
」

 
 
の
構
造

に
も
関
わ
る
重
要
な
指
摘
が
あ

る
。

 
 

 

し

か
し
、

こ
の

一
篇

(「歯
車
」
 

論

者
註

)
だ
け
を

い
く
ら

ど
う
読
ん

 
 

 

で
み
て
も
、
ど
う
し

て
も
分
か
ら
ぬ

こ
と
が

一
つ
あ

る
。
そ
れ
は

こ
の
主

 
 

 

人
公
が
ど
う
し
て
何
故
、
こ
う
い
う
地
獄
を
生
き
な
け
れ
ば

な
ら
な
く
な

っ

 
 

 

た

の
か
と

い
う
問
題

で
あ

る
。
そ
こ

に
は
主
人
公

の
歴
史

は
微
塵

も
な

い
。

 
 

 

あ
る

の
は
地
獄

の
現
在

の
広

が
り
ば
か
り

で
あ

る
。

い

っ
て
み
れ
ば
そ

こ

 
 

 

に
は
、
横
糸

は
き
わ

め
て
強
固

に
太
く
張
ら

れ
て
い
る
が
、
縦
糸
は
遂

に

 
 

 

見
出

さ
れ
な

い
と

い
う

こ
と
だ
。

つ
ま
り
、

『歯
車
』

一
篇

は
、
徹

底
的

 
 

 

に
地
獄
的

な
現
在

に
集

中
す
る

こ
と

に
よ

っ
て
構
成

さ
れ
、
歴
史

は
予

め

 
 

 

捨
象
さ
れ

る
こ
と
に
よ

っ
て
成

り
立

っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

こ

 
 

 

う

い
う
表
出

の
位
相

を
特
徴
づ
け
れ
ば
、
そ

れ
は
、
作
者

が
そ

の
モ
チ

ー

 
 

 

フ
を
地
獄
的
な
現
在

と

い
う

一
点

に
集
中

さ
せ
、

そ
の

一
点

に
の
み
表
現

 
 

 

を
与
え
よ
う
と
す
る
と

い
う
徹
底
的

な
即
自

性
で
あ
る
。

(10
) 

自
殺
者

は
大
抵

レ

ニ
エ
の
描

い
た
や
う

に
何

の
為

に
自

殺
す

る
か
を
知

ら

 
 

 

な

い
で
あ
ら
う
。

(中
略
)

が
、
少
く

と
も
僕

の
場
合

は
唯

ぼ
ん
や
り

し

 
 

 

た
不
安

で
あ
る
。

(中
略
)

君
は
或

は
僕

の
言
葉

を
信
用
す

る

こ
と

は
出

来
な

い
で
あ
ら
う
。

し
か
し
十
年
間

の
僕

の
経

験
は
僕

に
近

い
人

々
の
僕

 

 
に
近

い
境
遇

に
ゐ
な

い
限
り
、
僕

の
言
葉

は
風

の
中

の
歌

の
や
う

に
消

え

 

 
る
こ
と
を
教

へ
て
ゐ
る
。
従

つ
て
僕

は
君
を
替
め
な

い
。

…
…
…

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
(「
或
旧
友

へ
送

る
手
記
」
)

こ
こ
に
も
晩
年

の
芥
川
テ
ク

ス
ト
に
顕
著
な
、
仮
構

的

「
現
在
」

の
創
出
志
向

が
見
出

さ
れ
る
。
過

去
は
や
は
り

「十
年
間
」

と
単
位

化
さ
れ
、
僕

の
自
殺

へ

の
理
解

の
可
能
性

は
、
「僕

に
近

い
」
非

在

の
誰

か
の
内

に
措
定

さ
れ
る
。
「十

本

の
針
」

(『文
芸
春
秋
』

昭

二

・
九
)

の

「十

 
言

葉
」
は
、
そ

の
志
向

を
最

も
本
質
的

に

(そ
れ
故

に
難
解

さ
を
含

ん
で
〉
示
す
も

の
で
あ

ろ
う
。

 

 
 
わ

た
し

た
ち
は
わ
た
し
た

ち
の
気
も

ち
を
容

易
に
他
人

に
伝

へ
る
こ
と

 

 
は
出
来

な

い
。

(中
略
)

「彼
」

の
言
葉

を
理
解
す
る
も

の
は

い
つ
も

「第

 

 
二
の
彼
」
で
あ
ら
う
。

し
か
し
そ
の

「彼

」
も
亦
必
ず
植
物

の
や
う
に
成

 
 

 

長

し
て

ゐ
る
。
從

つ
て
或

時
代

の

「彼
」

の
言

葉

は
第

二
の
或
時
代

の

 
 

 
 

「彼
」
以
外

に
理
解

す
る
こ
と
は
出
来
な

い
で
あ
ら
う
。

 
 

 
 

い
や
、
或

時
代

の
彼
自
身

さ

へ
他

の
時
代

の
彼
自
身

に
は
他
人

の
や
う

 
 

 

に
見

え
る
か
も
知

れ
な

い
。

が
、
幸

ひ
に
も

「第

二
の
彼
」
は

「彼
」

の

 
 

 

言
葉

を
理
解

し
た
と
信
じ
て
ゐ
る
。

 
 
こ

の

「言
葉
」

は
公
共
的

な
も

の
で
は
な
く
、

「第

二
の
彼

」

と
い
う
仮
構
的

 
 

「対

」
と

の
間

に
の
み
可
能

な

「言
葉
」
な

の
で
あ

る
。
勿

論
そ

の

「対
」

は

 
 
こ
の
よ
う
な
夢
想

の
内

に
し
か
あ
り
得
な

か

っ
た

の
だ
が
、
そ
れ
は
晩
年

の
芥

 

川

が
実
践
し
た

「表
現
」

の

〈
論
理
〉
を
、
確

か
に
支

え
る
も

の
で
あ

っ
た
の

 
 
で
あ
る
。

(11
) 

『芥
川

龍
之
介
全

集
』
第
十

五
巻

(
一
九
九
七

・
一 

岩
波
書

店
)

の

「歯

 

車
」

注
解

(浅
野
洋
執
筆
)

○
芥
川

テ
ク
ス
ト
の
引
用
文
は
、
全

て

『芥

川
龍

之
介
全
集
』

一
九
九

八

・
三
 

岩
波
書
店

)
に
拠

っ
た
。

(
一
九

九

五

・
十

一
～

(そ
え
だ
 

け
ん
じ
)
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