
Title 川端康成「たまゆら」試論 : 定型化への縮図として
Sub Title
Author 三浦, 卓(Miura, Taku)

Publisher 慶應義塾大学国文学研究室
Publication

year
2003

Jtitle 三田國文 No.38 (2003. 12) ,p.1- 14 
JaLC DOI 10.14991/002.20031200-0001
Abstract
Notes
Genre Departmental Bulletin Paper
URL https://koara.lib.keio.ac.jp/xoonips/modules/xoonips/detail.php?koara

_id=AN00296083-20031200-0001

慶應義塾大学学術情報リポジトリ(KOARA)に掲載されているコンテンツの著作権は、それぞれの著作者、学会また
は出版社/発行者に帰属し、その権利は著作権法によって保護されています。引用にあたっては、著作権法を遵守し
てご利用ください。

The copyrights of content available on the KeiO Associated Repository of Academic resources (KOARA) belong to
the respective authors, academic societies, or publishers/issuers, and these rights are protected by the Japanese
Copyright Act. When quoting the content, please follow the Japanese copyright act.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org


川
端
康
成

「
た
ま
ゆ
ら
」
試
論
―
定
型
化

へ
の
縮
図
と
し
て

三

浦

卓

(
1

)

は

じ

め

に

 

戦
後

期
川
端

康
成

テ
ク

ス
ト

を
把

握

す

る
視

点

の

一
つ
に
、

随
筆

と
位

置

付

け
ら
れ

る

「
哀
愁

」

(
『
社
会
』

昭

二

二

・

一
〇

)

の
な

か

の

「敗

戦

後

の
私

は
日
本

古
来

の
悲

し
み

の
中

に
帰

つ
て
ゆ

く
ば

か
り

で
あ

る
。
」
と

い
う
言

葉
を
手

が

か
り
と

し
た
、

川
端

の

「
日
本

回
帰
」

「
古
典

回
帰

」
と

い
う
根

強

い
と
ら

え
方

が

あ
る
。

「
『哀

愁
』

の
中

心

は
、

言

う
ま

で
も
な

く
「
源

氏
物
語

」
で
あ

り
、

「
源
氏

」
の
持

つ
あ

は
れ

に
あ

る
わ

け

で
あ

る
。
」

(傍
点

本
文

)
と

い
う
よ

う
な

小
林

一
郎

の
把

握

な
ど

は
、

そ

の
代

表
的

な
も

の
と

い
え
る

で
あ
ろ
う

。

 

昭
和

二
十

九
年
段

階

で
杉

浦

明
平

は
川
端

康
成

に

つ
い
て

「
わ

れ
わ

れ

に
と

っ
て
大
切

な

こ
と
は
、

日
本

の
美

の
伝

統

は
必
ず

し
も
消

費

と
享

楽

と

の
最
高
度

の
あ

ら
わ
れ

で
あ

っ
た

王
朝
文

化

の
そ

れ
だ
け

に
限

ら
れ
な

い
と

い
う

こ
と
だ

ろ
う
。
」

と

し
て
、

「
戦
後

は
も

は
や

『
源
氏

物
語

』
的

で

は
あ
り

え
な

い
ほ
ど
、
激

し

い
力

と

エ
ネ

ル
ギ

ー

と

に
た
ぎ

っ
た
現
実

が

日
本
を
包

ん

で

い
る
。
中

世

的
な
芸

の
伝

統

は
貧
痩

な
文

学

し
か
産

み

え

な

い
。
」

と
し

つ
つ
、

「結

論

す

れ
ば

、

か
れ

は
日
本

の
伝
統

の
美

を
継

い
だ
と

は

い
え

な

い
。
錯

覚

が
あ

っ
た
ば

か

り
だ
。
」

と
述

べ
て

い
る
が

、

杉

浦

は
す

で
に

「
日
本

の
美

の
伝

統

は
必
ず

し
も
消

費

と
享
楽

と

の
最

高

度

の
あ

ら
わ

れ

で
あ

っ
た

王
朝
文

化

の
そ

れ
だ
け

に
限

ら
れ

な

い
」

と

い

う
形

で
、
結

果
的

に
川
端

が
王
朝

文
化

の
伝

統
を
継

ぐ

方
向
性

に
あ

る

こ

と
を
認

め

て

い
る

と
言

え

る

で
あ

ろ

う
。

さ
ら

に
、

昭
和

三
十

二
年

段

階

で
村
松
定

孝

は

「
春

は
桜
、

夏

は
朝
顔

、
秋

と
も

な
れ
ば

紅
葉

の
色

を

み

す

て
が
た

い
の
と
同

様

な
心
理
作

用

が
川
端

文
学

に
対

す

る
わ

れ
わ

れ

の

批
評
感

覚

の
中

に

つ
く

ら
れ

て
し

ま

つ
て

い
る
」

と

し
た
上

で

「
川
端

は

否
定

し
難

い
存

在

で
あ

り
、
川
端

文

学
を
否

定

す
る

と
な

れ
ば

日

本
文

学

そ

の
も

の
の
美
的
評

価

の
物
差

を

か
え

て
か

か
ら
ね
ば

な

ら
ず
、

川
端

を

傷

け

よ
う

と
す
れ
ば

此
方

が
傷

い
て
し
ま

い
、
川
端

文

学

の
情

緒

を
味

い

え
な

い
非

鑑
賞

者

の
側

へ
追

い
や

ら

れ
て

し
ま

う

の
で

す
。
/

要

す

る

に

川
端

の
情
緒

は
、

そ

の
ま
ま
日
本

文

学

の
伝

統
的
情

緒

に

つ
な

が
り

を
も

つ
て
お
り
、

わ

れ
わ
れ

の
文
学

的
郷

愁
が

そ

こ
か
ら
湧

い
て
く

る
よ

う
な

も

の
で
す
。
」
と
述

べ
て

い
る
。

こ

れ
は
極
端

な
例

と

し

て
も

、
比

較
的

早

い
時
期

に
、

戦
後
期

川
端

テ
ク

ス
ト
と

日
本

文
学

の
伝

統

と
を
結

び

つ
け

る
評
価

は
定

ま

っ
て

い
た
よ
う

で
あ

る
。

そ
し

て
、

二
〇
〇

二
年

に
サ

ン

ト
リ
i
美
術

館

で
開

か
れ
た

「
没
後

三
〇

年
 

川
端
康

成

 

 
文

豪

が
愛

し

た
美

の
世

界
」

と
銘

う

た

れ

た
展

示

会

の
カ

タ

ロ
グ

に
寄

せ

ら

れ

た
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論

文

に
お

い
て
平

山
三

男
が
、

「
天
授

の
子
」

(
『文
學

界
』

昭

二
五

・
二
)

な

ど

に
触

れ

て

「
ま
さ

し
く
、

永
遠

と

の
戦

懐
的

な
還
遁

で
あ

る
。
自

己

の
死
、

限
界

の
可
能

性

と
直

面
す

る

こ
と

に
よ

り
、
自

分
が
伝

統

に

つ
な

が
り

、
伝
統

が
自

分

の
中

に
流

れ

て

い
る
こ
と
を
自

覚

し
た

の
だ
。
」
と
述

べ
て

い
る

よ
う

に
、

そ

の
よ
う
な
評

価

は
今

ま
だ
根

強

い
。

 

し

か
し
、

テ

ク

ス
ト
を

「
日
本

回
帰
」

と
と

ら
え

る
あ
り
方

は
、
右

の

村

松

の
よ
う

に

「
日
本

文
学

の
伝
統

的
情
緒

」

と

い
う

よ
う
な

も

は
や
形

骸

化

し
た
言

葉

に
絶

対

的
な
価

値

が
見
出

さ
れ

て

い
な

い
か
ぎ

り
、

テ
ク

ス
ト

を

い
た
ず

ら

に
硬

直
化

さ
せ

て
し

ま
う
だ

け

の
も

の

で
あ

ろ
う
。

こ

の
こ

と

に
関

し

て
は
、

一
つ
に
は
、

そ
も

そ
も

〈
あ

は
れ
〉
や

〈
悲

し

み
〉

を

「
日
本
」

独
自

の
も

の

と
す
る

こ
と
、

そ
し

て
そ
れ

を

こ
と
さ
ら

に
言

い
立

て
る

「
哀
愁

」
そ

の
も

の
を

「
日
本

回
帰
」

と
捉

え
る

こ
と
が

そ
も

そ
も

ふ
さ

わ
し

い

の
か
問

い
直

す

こ
と
、

も
う

ひ
と

つ
に
は
、

し

か
し

こ

れ
だ

け
多
く

の
人

に
た
め

ら

い
な

く
そ
う

と
ら

え
さ

せ
て

い
る

こ
と
は
確

か

で
あ
り
、

そ

の

「
日
本

回
帰

」

を
形

づ
く
ら

せ
た

か
ら
く

り
を
見
出

し

て

い
く
必
要

が
あ

る

の

で
は
な

い
か
。

 

「
哀

愁
」

を

「
日
本

回
帰

」
「
古
典

回
帰

」
と

し
た
上

で

の
具

体
的

な
実

践

と

し

て
取

り
上
げ

ら
れ

る
小
説

は
、
例

え
ば

『
日
本
近

代
文

学
大

辞
典
』

の

「
川
端
康
成

」

の
項

に

「
「
日
本

の
心
」

の
美

し
さ
を

書
く

と
彼

が
宣
言

し
た

の
は
最
晩

年

で
あ

る

が
、

こ
の
決
意

は
す

で

に
戦

後
最
初

の
名

作

で

あ
る

『
山

の
音
』

に
現

れ

て

い
る
。
」

「
こ
れ

と
同
時

に
書

か
れ
た

『
千
羽

鶴

』

に
は
、

日
本

の
美

の
伝

統

の
世
界

が
よ

り
風
俗
的

な
形

で
扱

わ
れ

て

い
る
。
」
な

ど
と

あ

る
よ
う

に
、

『千

羽
鶴

』

(昭

二

四

・
五
～

昭

二
六

二

〇
、

『
読
売

時
事

別
冊

』

『
別
冊
文

藝
春

秋
』

『
小
説
公

園
』

な
ど

)

『山

の

音
』

(昭

二
四

・
九
～

昭

二
九

・
四
、

『
改
造
文
藝

』

『群

像
』

『新

潮
』

『
世

界

春
秋

』

『改

造
』

『
文
学

界
』

『
別
冊

文
藝
春

秋
』

『
オ

ー

ル
読

物
』
な

ど
)

が
そ

の
ほ

と
ん
ど

で
あ

る
。

『千

羽
鶴
』
の
連
載

が
終

り

か
け
、

『山

の
音

』

の
連
載

が
半

ば

に
差

し
掛

か

っ
た

こ
ろ

の
テ
ク

ス
ト

で
あ

る
短

編

「
た
ま

ゆ
ら
」

(
『
別
冊
文

芸
春
秋

』
昭
和

二
六

・
五
)
も

ま
た
、

三
好

行
雄

が

「
ほ

と
ん

ど
古
典

的

な
均
整

と
高
雅

に
達

し

て
い
る
短
編

。
本

巻
所

収

の
作

品

の
な

か

で
は
、

も

っ
と
も
よ

く
短
編
的

結
構

を
整

え

て

い
る
。
」
と
述

べ
て

高

く
評

価

し

て

い
る
よ

う

に
、

時
期
的

に
も
題
材
的

に
も

否

応
な

く

こ
れ

ら

の

コ
ン
テ

ク
ス
ト

に
引

き
寄

せ
ら

れ
る

テ
ク

ス
ト

で
あ

る
。

 

本
稿

で
は

「
日
本

回
帰

」
神

話

の
呪
縛

か
ら
川

端
作
品

を
解

き
放

つ
第

 
歩

と
し

て
、

ま
ず

は
テ
ク

ス
ト
を
読

み
込

む

こ
と

か
ら

は

じ

め

て
、

と

く

に
先

ほ

ど

の

べ
た
後
者

の
問

題
点

に

つ

い
て
考
察

し

て

い
き
た

い
。

 

と

こ
ろ

で
、

「
短
編

「
た

ま
ゆ
ら
」
」
と

い
う
表

現
を
使

用

し

た
が
、

実

は
川
端

康
成

に
は

「
た
ま
ゆ

ら
」
と

い
う
題
名

の
作

品
が

も
う

一
つ
あ

る
。

す
な

わ

ち
、
昭
和

四
〇
年

九

月

か
ら
翌
年

三
月

ま
で

「小

説

新
潮

」

に
連

載

さ
れ
た

未
完

の
長
編

小
説

で
あ

る
。
ま

た
そ

れ
と
前
後

し

て
昭

和

四
〇

年

四
月

か
ら
放

映
さ

れ
た

N
H
K

の
朝

の
連

続

テ

レ
ビ
小
説

「
た

ま

ゆ
ら
」

の
台
本

も

存
在

す
る
。

し

か
し
、
本

稿

で
作

品
名

と

し
て

「
た

ま
ゆ

ら
」

と

い
う

と
き

は
、
と

く

に
断

り

の
な

い
限

り
短
編

「
た
ま

ゆ
ら
」

を
指

し

て

い
る
。

(
2
) 
〈
知

る
こ
と
〉

の
拒
否

 

「
治
子

は

こ
と
き

れ
る
時

に
も
、

「
た

ま
ゆ

ら
」
を
聞

い
た

と

い
ふ
。
」
と

は

じ
ま

る
テ

ク

ス
ト
は
、
〈
「
た
ま

ゆ
ら
」
〉
と

い
う
言
葉

を

め
ぐ

っ
て
語

り

は

じ
め

る
。

「
日
本

回
帰
」
と

い
う
把

握

が
古
典

文
学

や
古
美

術

と
不

可
分

で
あ

る
こ

と
を
考

え
る

と
、
「
た
ま

ゆ
ら
」
に
お

い
て

〈
「
た

ま

ゆ
ら
」
〉
と
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い
う

言
葉

や

〈
曲

玉
〉

に

つ
い
て
ど

の
よ
う

に
語

ら
れ

て

い
る

か
と

い
う

こ
と
は
極

め
て
重
要

で
あ

る
。

ま
ず

は
こ

れ
ら

の
こ

と

に

つ
い
て
た
ど

っ

て

い
く

こ
と

か
ら
こ

の
テ
ク

ス
ト

に

つ
い
て
考

え
て

い

こ
う

と
思

う
。

 

冒
頭
部

で

〈
私
〉

は
、

ま
ず

曲
玉

を

二

つ
三

つ
糸

に
通
し

て
静

か

に
ゆ

ら

し
た
時

に
す

る
か
す

か
な
音

を
治

子
が

〈
「
た

ま
ゆ

ら
」
〉

と
呼

ん

で

い

た
こ
と
を
語

り
、

そ
し

て
そ

の

〈
「
た

ま

ゆ
ら
」
〉

を

お

こ
す

も

の
で
あ

る

曲

玉
を
形
見

に
も

ら

っ
た

こ
と

を
語

る
。

 

 
 
懐
中
時

計

は
古

い
と
言

つ
て
も
知

れ
た
も

の
、

た

か
だ

か
五
十
年

 

 
く
ら

ゐ

の
も

の

で
あ

ら
う

が
、
曲

玉

は
ほ
ん

た
う

に
古

い
。
古

代

日

 

 
本

の
も

の
で
あ

る
。
神

代

の
玉

か
も
し

れ
な

い
。

三
種

の
神

器

の
八

 

 
尺
境
曲

玉

と
近

い
こ
ろ

の
玉

で
あ

ら
う

か
。

 

 
 

八
尺
顔
曲

玉
は
も

し
そ

の
字

の
通

り

に
、

多
く

の
玉

を

八
尺

の
緒

 

 

に
貫

い
た
も

の
と
す

る

と
、
そ

の
玉

の
数

は

い
く

つ
あ

る

の
か
。

ま

 

 
た
そ

の
数
多

く

の
玉

は
ど

れ
ほ

ど

の
美

玉
揃

ひ
な

の
か
。

三
種

の
神

 

 
器

の

一
つ
と
な
る

ほ
ど

に
し

て
も
、

い
つ

れ
劣

ら

ぬ
美

玉

を
揃

へ
る

 

 

の
は
、
古

代

日
本

で
は
よ

ほ
ど

む
つ

か
し

い
だ

ら
う
。

私

が
も
ら

つ

 

 
た
治

子

の
曲

玉
も
、

そ
れ

ら

の
曲

玉

の
な

か

に
見

劣

り
し

な

い
の
か

 

 
も
し

れ
な

い
。

す
ぐ

れ
た
古

玉

だ
さ

う

で
あ

る
。

 

 
 
残
念

な
が

ら
、
私

は
古

玉

に

つ
い
て
な

に
も
知

ら
な

い
。

治
子

の

 

 
曲
玉

が
輩
翠

で
あ

る
か
、
瑛

粁

で
あ

る
か

さ

へ
分

か
ら

な

い
。
(傍

線

 

 
三
浦
。

ル
ビ

は
省
略
。

以

下
同

じ
。
)

 

〈
私
〉

は

〈
曲
玉

〉

か
ら

〈
三
種

の
神
器

〉
〈
八
尺
環

曲
玉

〉

と

い
う

言

葉

を
呼
び
起

こ
し

、
さ
ら

に

〈
八
尺
慶

曲

玉
〉

を

「字

の
通

り
」

に
解

釈

す
る

〈
知

〉
を
所
有

し

な
が
ら

も
、

「
玉

の
数

は

い
く

つ
あ

る

の
か
」

「
ど

れ
ほ

ど

の
美

玉
揃

ひ
な

の
か
」
な

ど

の
疑
問

を

「
古
代

日
本

で
は
よ
ほ

ど

む
つ

か
し

い
だ
ら
う

」
「
見

劣

り
し

な

い
の
か
も

し
れ

な

い
」
な
ど

と
推
測

し
た

上

で
、

「
私

は
古

玉

に

つ
い
て

な

に
も

知

ら
な

い
」
と

〈
無

知
〉
を

宣

言
す

る
。

さ
ら

に
、

次

の
よ
う

に
続

く
。

 
 
瑛

耳

は
輩
翠

の

一
種

で
あ

る

の
か
。

治
子

の
父
母

も
あ

い
ま

い
で
あ

 
 

る
。

 
 

「
窮
翠

で
す

か
。
」

と
私
が

た
つ

ね

る
と
、

 
 

「
は
あ
。
」

 
 

「壊

粁

で
す

か
。
」
と

、
も

し
た

つ
ね

て
も
、

「
瑛
肝

と

い
ふ
の
は
輩

翠

 
 

の

～
種

で
す

か
。
」

と
た

つ
ね

て
も
、

や

は
り

お
な
じ

や
う

に
、

「
は

 
 

あ
。
」

と
答

へ
さ
う

で
あ

る
。

こ
こ
で
は
、

瑛
耳
/

輩
翠

と

い
う

こ
と

に

つ
い
て
治

子

の
父
母

と

の
会

話

を

「答

へ
さ
う

で
あ

る
」

と

い
う
形

で
創

り
だ

し

て

い
る
。

そ

し

て
、

実

際

の
会

話

で
な

い
の

に
も

か
か
わ

ら
ず
自

ら
だ

け

で
は
な

く
治

子

の
父
母

ま

で
も

〈
あ

い
ま

い
〉

で

〈
無

知
〉

で
あ

る

と
し
た

て
あ
げ

、

こ

の
質

問

は
問

わ
れ

る
こ

と
も
な

い
。

す
な

わ
ち
、

〈
私
〉
は
そ

れ
な

り

の

〈
知

〉
の

所
有
者

で
あ

り
、

お
そ

ら
く

こ
れ
ら

の
問

い
の
答
え

を

〈
知

る

こ
と
〉

が

可
能

で
あ

り
な
が

ら
、

そ
れ

を
拒
否

し

て

い
る

の
で
あ
る
。

 

そ
れ

は
、

曲

玉

に
続

い
て
語

ら

れ
る

く
「
た

ま

ゆ
ら
」
V

と

い
う
古
語

に

た

い
し

て
も
同
様

で
あ

る
。

 
 

 
ま

た
私

は

「
た
ま

ゆ
ら
」
と

い
う
古
語

に

つ
い
て
も
、

そ

れ
が

「
か

 
 

す

か
」
と

か
、

「
し
ば

し

」
と

か
、
あ

る

ひ
は

「
あ
る

か
な

き

か
」
と

 
 

か
を
意

味

す
る

と
し

か
知
ら

な

か

つ
た
。

玉

と
玉
が

ゆ

れ
て
触

れ
合

 
 

う
音

が

「
た
ま

ゆ
ら
」

の
語

源
な

の

か
、

玉

が
ゆ
れ

る

ま
た
た

く
間

 
 

が

「
た
ま

ゆ
ら
」
の
語

源
な

の
か
、

私

に
は

わ
か
ら

な

い
。

し

か
し
、
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治

子
が

玉

の
音

を
語

源
と
思

つ
て
ゐ
た

や
う

に
、
私

も
さ
う

思

つ
て

ゐ
て

い
い
。

 

考
古
学

者
や

国
語
学

者

な
ど

に
た
つ

ね

て
、

も

し
そ
う

で
な

い
と

教

へ
ら

れ
た

ら
、
幻
滅

す

る
か

ら

つ
ま

ら
な

い
。

 

そ

れ
か
ら

ま
た
古
語

と
言

つ
て
も
、

「
た

ま
ゆ
ら

」
は
曲

玉

の
時
代

か
ら
あ

る
言
葉

な

の
か
、

も

つ
と
後

の
時
代

に
生

ま
れ

た
言
葉

な

の

か
。
万

葉
集

に
も
見

え

る
言

葉

な

の
か
、
新
古

今
集

の
こ
ろ

ま
で

は

な
か

つ
た
言
葉

な

の
か
。

そ
れ

も
せ

ん
さ
く

が
過
ぎ

る

と
、
幻

滅

に

 

 
終

る

か
も
し

れ
な

い
。

 

 
 
私

は
治
子

の

「
た

ま

ゆ
ら
」

を

「
た

ま

ゆ
ら
」

と
し

て
お

か
う
。

こ
こ
で
も
、

〈
私
V

は

〈
「
た

ま
ゆ
ら
」
〉

の
意

味

を

「
そ
れ

が

「
か
す

か
」

と

か
、

「
し
ば

し
」
と
か
、

あ
る

ひ
は

「
あ

る

か
な
き

か
」
と
か
を
意

味

す

る
」
と
知
り

な
が
ら

も
、

「
玉

と
玉
が

ゆ
れ

て
触

れ
合

う
音

が

「
た
ま

ゆ
ら

」

の
語

源
な

の
か
、

玉
が

ゆ
れ

る
ま
た

た
く
間

が

「
た

ま
ゆ
ら

」

の
語

源

な

の
か
、
私

に
は

わ
か
ら

な

い
」

と

〈
無

知
〉

を
強

調
す

る
。

さ
ら

に
、

こ

こ
で
は

「
考
古

学
者

や
国

語
学
者

な

ど

に
た
つ

ね
て
、

も
し

そ
う

で
な

い

と
教

へ
ら

れ
た
ら
、

幻
滅

す

る
か
ら

つ
ま
ら
な

い
」

と
か

「
万
葉
集

に
も

見

え
る
言
葉

な

の
か
、
新
古

今
集

の
こ
ろ

ま
で

は
な

か

つ
た
言

葉

な

の
か
。

そ

れ
も
せ

ん
さ
く

が
過
ぎ

る

と
、
幻
滅

に
終

る

か
も

し
れ

な

い
」
な
ど

と
、

お
も

に
学
問

的
な
知

識

を

〈
知

る
こ

と
〉
を
拒

む

〈
私

〉
は
、

そ
れ

を

〈
幻

滅
〉

し
な

い
た

め

で
あ

る

こ
と
を
認

め

て

い
る

の

で
あ

る
。

つ
ま

り

「
治

子
の

「
た

ま
ゆ

ら
」
を

「
た

ま

ゆ
ら
」

と
し

て
お

か
う
」

と
す

る

〈
私

〉

は
、

学
問
的

知
識

11
権
威

的
知

識

を
拒
否

す

る
こ

と

に
よ

っ
て
、

自

ら

の

土

俵
で
語

っ
て

い
く

こ
と
を

宣
言

し

て

い
る

の
で
あ

り
、

〈
私
V
を

〈
脇

役

の
登
場
人
物

で
あ
る

リ
ポ

ー
タ
〉

と
す

る
田
村

充
正

の
説

は
あ

た
ら

な

い

で
あ
ろ

う
。

 

さ
ら

に
、
治

子
が
所

有

し
て

い
た
三

つ
の
曲

玉

が

〈
私
〉

と
治
子

の
恋

人

で
あ

っ
た
瀬

田

と
妹

の
礼

子

の
三
人

に
形
見

分

け
さ

れ
る
場

面

に

お

い

て
明

ら
か

に
さ
れ

た
、
曲

玉

の
お
さ

め
ら

れ
て

い
た
桐

の
小
箱

に
入

っ
て

い
た
次

の
二
首

に
も
同
様

の
あ

り
方
が

見
ら

れ

る
。

 

 

そ
し

て
母
が
取

り
出

し
た
紙

を

ひ
ろ
げ

て

み
る
と
、

歌

が

二
首

書

い

 

 

て
あ

つ
た
。

 

 
 

た

ま
ゆ
ら

に
昨
日

の
夕

見
し

も

の
を
今

日

の
朝

は
恋

ふ

べ
き
も

の

 

 
 

か

 

 
 

た

ま
ゆ
ら

の
露
も

涙
も

と
ど

ま
ら
ず

亡
き

人
恋

ふ
る
宿

の
秋

風

 

 
 

「
は
あ
。
」

と
身

に
し

み
て
し
ば

ら

く
な
が

め

て
ゐ
た

が
、
無

学

の

 

 
私

に
は
だ

れ
の
歌
だ

か

わ
か
ら

な

い
。

例

え
ば

長
谷

川
尚

は
長
編

「
た
ま

ゆ
ら
」

を
論

じ
た
文
章

に
お

い
て

こ

の

テ

ク

ス
ト

に
あ

ら
わ

れ
た

二
首

の
和

歌
を

取
り
上

げ

て

「
二
首

に
触
発

さ

れ

て
構

想

さ
れ

た
も

の
の
ご

と
く

で
、
結

局
は
右

の
二
首

に
集
敏

さ

れ
て

し

ま
う

て

い
の
も

の
」

と

「
た
ま

ゆ
ら
」

を
評

し
て

い
る
が

、

こ

の
二
首

も

ま
た

〈
無

学
〉

な

〈私

〉

に
よ

っ
て

〈知

る
こ
と
〉

を
拒

否

さ
れ

て

い

る

こ
と
を
考

え

た
と

き

に
、

こ

の
二
首

は
そ

の
よ
う

な
存
在

感

を

テ
ク

ス

ト

の
中

で
与

え

ら
れ

て

い
る
と
は

い
え
な

い
で
あ
ろ

う
。
実

は
、

前

の
歌

の
ほ
う

の
初
出

が

『万

葉
集
』
、

二
番

め

の
ほ
う

の
初

出
が

『新

古
今

集
』

で
あ

る

こ
と
を
考

え

た
と
き

に
、
も

し
そ

の

こ
と
が
判

明
し

た

と
た

ん

に
、

さ

き
ほ

ど

の

〈
「
た

ま
ゆ
ら
」
〉
を

め
ぐ

る

「
万

葉
集

に
も
見

え

る
言

葉
な

の
か
、
新

古
今
集

の
こ
ろ

ま
で

は
な

か

つ
た
言

葉
な

の

か
」

と

い
う

問

い

の
答

え
が

見
出

さ
れ
、

そ

こ

か
ら

〈
「
た
ま

ゆ
ら
」
〉

の
語
源

へ
と
通
路

が

つ
い
て
し
ま

い
、
〈
私

〉
の
語

り

に
制

約
が

加

え
ら

れ
る
可
能

性

が
あ

っ
た
。
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〈
知

る

こ
と
〉
を
拒

否

す
る

こ
と
が

こ
れ

を
回
避

し

て

い
く

の

で
あ

る
。

こ

こ
で
は
、
「
日
本
回
帰

」
と

し

て
「
伝
統

に

つ
な
が

る
」
ど

こ
ろ

か
、

〈
「
た

ま
ゆ
ら
」
〉
や

〈
曲

玉
〉
が

〈
伝

統
〉

の
よ
う
な

も

の
に

つ
な
が

る

こ
と
を

恐

れ
、

そ

の
知
識

を
拒

否
し

て

い
く

こ
と

に
よ

っ
て
逃

れ

て

い
る
様

子

が

見

て
取

れ
る

で
あ
ろ
う

。

 

 

 
 
(
3

)
 

特

化

さ

れ

る

〈
愛

の

経

験

〉

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

治

子

像

を

め

ぐ

っ

て

 

で

は
、

〈
知

る
こ

と
〉
を
拒
否

し

な
が
ら
語

っ
て
き

た

〈
私
〉
は
、
〈
「
た

ま
ゆ
ら
」
〉
を

ひ
き
お

こ
す

〈
曲
玉

〉
の
所

有
者

で
あ

っ
た
治

子
を

ど

の
よ

う

に
語

っ
て

い
る

の
で
あ

ろ
う

か
。

 

 

 
床

の
間

に
か
ざ

つ
て
あ

る
治
子

の
写
真

を
私

は
見

た
。
大

き

い
写

 

 
真

に
黒

い
リ
ボ

ン
が

か
け

て
あ
る
。

(略
)

 

 

 
写

真

で
も
治

子

の
二
重

瞼

は
き

れ

い
で
あ

つ
た
。
面

痩

せ
し

て
、

 

 
下
あ

ご

の
形

が

な
ほ
よ

く
見

え
る
。

つ
ま
り
、

唇

の
下

の
ふ
く
ら

み

 

 
が
丸

く
細

ま

つ
て
、
少

し
前

へ
出

て
ゐ

る
。

こ
の
瞼

や
あ
ご

の
尖

の

 

 
や
う

に
、
線

の
明

ら

か
な
顔

で
あ

つ
た
。

そ
し

て
目

の
光

な
ど
も

思

 

 

ひ

つ
め

る
人

の
そ
れ
だ

。
も

う
死

ん
だ
人

の
写
真

だ

と
な

る
と
、

思

 

 

ひ

つ
め

る
人
ら

し

い
顔

つ
き

の
せ

ゐ

で
、

生

き
生
き

と
私

に
迫

つ
て

 

 
来

る
。

こ

こ
で
治

子
は

ま
ず
、

生
前

の
あ

る

一
瞬

間
を

永
続

的

に
定

着

さ
せ

た
写

真

に
よ

っ
て
、

〈
私
〉
に
視

覚
的

に
と
ら

え
ら

れ
る
。

瞼
、

下
あ
ご

、
唇

の

下

な

ど
の
パ

ー
ツ
を

つ
ぶ
さ

に
観
察

し

〈
線

の
明
ら

か
な
顔

〉

と
特
徴

付

け
た

〈
私

〉

は
、
次

に

〈
目

の
光

〉

と

い
う

メ
タ

レ
ベ
ル

の
視
覚

で

〈
思

ひ

つ
め
る
人

ら
し

い
顔

つ
き
〉

と
意
味
付

け

、
自

ら

の
回
路

で
意
味
付

け

た

ゆ
え

に
死
者

の
写
真

を

「
生

き
生

き
と
私

に
迫

つ
て
来

る
」

と
実
体

化

さ

せ
て

い
る
。
治

子

の
実

体
化

に
成
功

し

た
私

は
次

に
妹

の
礼
子

に
目

を

移

す
。

 
 

 
礼

子

は
十
七

で
、

ま
だ
女

学
生

で
あ

る
。
姉

に
似

て

ゐ
る
け

れ
ど

 
 

も
、

愛

の
経
験

も
な

い
だ
ら

う
し
、

感
情

の
磨

き
や
実

り

が
顔

に
現

 
 

は

れ

て
ゐ
な

い
。

姉

の
や
う

に
な

る

に
は
、
ず

ゐ

ぶ
ん
洗

ひ
清

め
ね

 
 

ば

な
ら

な

い
だ

ら
う
。

ま
た

顔
形

が
似

て
ゐ

て
も
、

心
だ

ま
し

ひ

ま

 
 

で
姉

に
似

て

ゐ
る

か
ど
う

か
は
わ

か
ら

な

い
。
礼

子

は

ふ

つ
く

り

と

 
 

し

て
、
鋭

く

は
見

え

な

い
。

こ
こ

で
礼

子

は

「
姉

に
似

て
ゐ

る
け
れ

ど
も
」

「
姉

の
や
う

に
な
る

に
は
」

と

い

っ
た
よ
う

に
、
常

に
治

子
と

の

か
か
わ

り
で
語

ら
れ

て

い
る
。

つ
ま

り
、

礼

子
を
語

る

こ
と
も

ま
た
治

子
像

を
形
成

す

る

一
つ
の
手

段

に
過
ぎ

な

い
の
で
あ

る
。

こ
こ
で
注

目
さ

れ
る

の
は
礼

子
が
治

子

に

「顔

形

が
似

て
」

い
る
と

さ
れ
な

が
ら

も

「
心

だ
ま

し

ひ
ま
で
姉

に
似

て

ゐ
る

か
ど
う

か
は
わ

か
ら

な

い
」
と
さ

れ
る

と
き

に
、

そ

の
差
異

と
し

て
語

ら
れ

る
〈
愛

の
経

験
〉

で
あ

ろ
う
。

 

「
た

ま
ゆ
ら

」
掲

載

と
ほ

ぼ
同
時
期

の

『文

藝
春
秋

』
昭
和

二
十
六

年
六

月

号

に
は
ジ

ョ
ン
・
ガ
ー

サ
ー

と

い
う
人

物

の
「
占
領

下
日
本

の
内
幕

裸

に
さ

れ
た
今

日

の
東

京

と
天
皇

会
見

記
 

 
」

と

い
う
文

章

が
掲

載

さ

れ
て

い
る
。

こ
れ

は
、

占
領

下

の
日
本

に
来

た
ア

メ
リ
カ

人

の
日
本

文
化

論

と

い

っ
た

も

の
で
、

内
容

的

に
は
多

く

の
偏

向

が
認
め

ら

れ
る
。

ゆ

え

に
そ

の
記
述

に
関

し
て
は

取
り
扱

い
に
注
意

が
必
要

で
あ

る

が
、

そ
れ

で

も
次

の
部
分

は
興
味

深

い
。

 
 

 

東
京

の
人

々

に
、

戦
後

日
本
人

は
ど

う
変

わ

つ
た
か

と
質
問

す

る

 
 

と
、
第

】
に
聞

か
れ
る
答

え
は
、

青
年

男
女

が
自
分

の
こ

と
は
自

分

 
 

で
き

め
、
も

は
や
両

親

の

い
い
な
り
次

第

に
は
な

ら
な

く

な

つ
た

、
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と

い
う

こ
と
で
あ

る
。

第

二
は
、

か

れ
ら
が
街
頭

を

平
気

で
手
を

く

ん

で
歩

き
、

公
園

の
ベ

ン
チ

で
、

人
目

も
は
ば

か
ら
ず

、
抱
擁

す

る

よ
う

に
な

つ
た
、

と

い
う

こ
と
だ

。

こ
う
し

た

こ
と
は
、
戦
前

に
は

 
 

全
く
夢

に
も

か
ん
が

え
ら

れ

ぬ
こ
と
だ

つ
た
。

す
な

わ

ち

〈
青
年

男
女

〉

の

〈
自

由
恋

愛
〉

的
な

現
象
を

戦
後

の
新
し

い

形

と
見

て

い
る
。

し

た
が

っ
て
、

〈
青
年

男

女
〉
の
恋

人
同

士

で
あ

っ
た
治

子

と
瀬

田
の
あ

い
だ

に
婚
前

交
渉

を
見

る

こ
と

は
、
日
本

国
憲
法

公
布
直

後

の
婦
人
誌

を
中

心

と
し

て
、

そ

の
際

限

の
な

い
自

由

に
よ

り
風
紀
が

乱

れ

る
こ

と
を
心
配

し

て

〈
性

〉

を

〈
結

婚
〉

制
度

の
内
部

に
押

し
込

め
て

い

っ
た

こ
と
を
考

え

た
と

き

に
、

あ

た
ら

し

い
、

戦
後
的

な
見
方

だ

っ
た

と

い
え

る
で
あ

ろ
う
。

と

く

に
、

治

子
は
高

価
な

曲
玉
を

所
有

し
、
死

者

の
写

真

の
横

に
は
花
瓶

と

し

て
李

朝
白

磁

を

お

い
て
あ

る
な

ど
、
裕

福

な

家

の
娘

で
あ
り
、

〈
い

い
と
こ

の
お
嬢

さ
ん

〉
で
あ

る
と
想

像

さ
れ
る
。

お

そ
ら
く

以
前

に

は
婚

前

交

渉

が

想

像

さ

れ

る
人

物

と

し

て
は

見

ら
れ

な

か

っ
た

で
あ

ろ
う
。

 

し
か

し
、

こ
こ

で
は

「姉

の
や
う

に
な

る

に
は
、
ず

ゐ

ぶ
ん
洗

ひ
清

め

ね
ば

な

ら
な

い
だ
ら

う
」
と
、

〈
愛

の
経
験

>
11

〈
洗

ひ
清

め
V
と

い
う

か

た
ち

で
、

〈
愛

の
経
験

〉
が

必
要

不
可
欠

な

も

の
と
し

て
特

化

さ
れ

て

い
る

の
で
あ

る
。
も

ち

ろ
ん
治

子

に

〈
愛

の
経
験

〉

を
見

る
視

線

は
写
真

か
ら

治

子
を
実

体
化

さ

せ
て

い

っ
た

〈
私
〉
の
欲

望

の
先

に
あ
る
も

の

で
あ

り
、

さ
ら

に
、

礼
子

が
曲

玉

の
糸

紐

を
首

に
廻

し

て
後

ろ

で
結

び
首

を
振

っ
た

と
き

に

「鳴

ら

な

い
わ
」
と
言

っ
た

の
に
も

か
か

わ
ら
ず
、

〈
私
〉
は
そ

の

言

葉
を
無

視
す

る

か

の
よ
う

に

「
し
か
し
鳴

る

の
が
私

に
は
聞

こ
え
た
」

と
礼
子

の
言
葉

を
拾

わ

な

い
こ
と

に
象
徴

さ

れ
る
よ
う

に
、

生
身

で
あ

る

は
ず

の
礼
子

は

一
方

的

に
そ

の
治

子
像

に

「
な
ら

ね
ば

な
ら

な

い
」
も

の

と
し

て
意
味

付

け
ら

れ
る

と

い
う

二
重

の

〈
私

〉

の
暴

力
的

な
視

線

に
さ

ら
さ

れ
て

い
る

の
で
あ

る
。

こ
の
と

き

の

〈
「
た

ま
ゆ
ら

」
〉
の
音

は

〈
私
〉

に

「聞

こ
え
た
」

の
で
は

な
く
、

〈
私
〉

が
聞

い
て

い
る

の

で
あ

る
。

 

 
 
礼

子

は
肩

か
ら

ゆ
す

つ
て

み
た
。
や

は
り

「
た
ま

ゆ
ら

」

は
聞

え

 

 
た
。

 

 
 
礼

子

は
学
校

か
ら

帰

つ
た
ば

か
り

と
み
え
、

セ

エ
ラ

ア
服
を

着

て

 

 
ゐ
た
。

首

に
曲

玉

の
似

合

ふ
わ

け
は
な

い
。

こ
ん
な
ご

ろ
ん

と
大

き

 

 

い
首

飾

り
は
、

現
代

の
だ

れ

に
も

お
そ

ら
く
似

合

は
な

い
だ

ら
う
。

 

 

(略

)
似
合

ひ
は
し

な

い
け
れ

ど
も
、
礼

子

の
う

ぶ
毛

の
あ

る
や
う

 

 
な
首

は
、
曲

玉

の
た

め

に
艶

め

い
て
見

え
た
。

女

子
学
生

な
ら

だ
れ

で
も
着

る
セ

エ
ラ
ア
服

を
着
用

し

て

い
る
礼

子
を
、

〈
私

〉
は
、

「
首

に
曲

玉

の
似

合
」
わ
な

い
こ

と
を
通
し

て

「
現

代

の
だ

れ

に
も
」
と

一
般

化
し
、

〈
現

代
〉
の
す

べ
て
の
人

に
埋

め
込

ん

で

い
く

。

そ

し

て
、

そ

の
だ

れ

で
も

い

い
人

と
な

っ
た
礼

子

の
首

が

「曲

玉

の
た
め

に

艶

め

い
て
見

え
た
」

こ
と

か
ら

、
〈
私

〉
は

〈
曲
玉

の
古
代

の
人
〉
に
思

い

を
馳

せ
、

「
古

代

の
人
が

な

に
か
と
身

を
動

か
す

に

つ
れ
て
、
曲

玉

の

「
た

ま
ゆ
ら
」
は
聞

こ
え
た

の
だ

ら
う

か
」
と
問

う
。

こ

こ
で
も
、

「
私

は
曲

玉

時

代

の
風

俗

に
も
暗

い
」

と

〈無

知

〉
を
強

調

す
る
が
、

こ
こ

で
は

〈
学

校

の
歴
史

の
参

考
図

〉
を

「
お
ぼ

ろ
げ

に
思

ひ
出

す
」
こ
と

に
よ

っ
て

「
た

ま
ゆ

ら
」
が
聞

こ
え
た

こ
と

は
な

さ
そ
う

だ
と
結

論
付

け
る
。

し

か
し

そ

れ

に
も

か

か
わ
ら
ず

「
け
れ

ど
も
、

ど
う

か
し

て

「
た

ま
ゆ

ら
」

は
聞

こ

え
な

か

つ
た

で
あ

ら
う

か
」

と
獲
得

し

て
し
ま

っ
た
知
識

に
も
逆

ら

い
始

め
る
。

そ
れ

に
よ

っ
て

〈
「
た
ま

ゆ
ら
」
〉

は
次

の
よ
う

に
語

ら
れ

て

い
く

こ
と

に
な

る
。

 

 
 

殊

に
愛

の
時

に

「
た

ま

ゆ
ら
」
は
聞

こ
え
な

か

つ
た

で
あ

ら
う

か
。
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私

は
古

代

の
人

の
愛

の
時

の

「
た
ま

ゆ
ら
」

を
思

つ
て

み
た

の

で
あ

 

 

つ
た
。

(略

)

 

 
 
さ

う
し

て
私

は
曲

玉
の
古
代

の
人

を
思

つ
て

み
る
と

と
も

に
、
曲

 

 
玉

の
治
子

を
思

つ
て

み
た

の
で
あ

つ
た
ら
う

。

(略

)

 

 
 
そ

こ

で
私

が
思

つ
て
み
る

こ
と
は
、

治
子

は
愛

の
時

に
、
曲

玉

を

 

 
首

に

つ
け

て
ゐ

た

こ
と

が
な

か

つ
た

だ
ら

う

か

と

い

ふ

こ
と

だ

つ

 

 
た
。

そ
し

て
、
治

子

は

「
た

ま
ゆ
ら
」

を
恋

人

に
聞

か
せ
た

こ

と
が

 

 
な

か

つ
た

だ
ら
う

か
。
治

子
が

「
た

ま
ゆ
ら

」
を
好

き

だ

つ
た
と

す

 

 
る

と
、
女

の
愛

の
智
慧

は

お
の
つ

か
ら
そ

こ

に
働

き
さ

う

で
あ

る
。

こ

こ
で
は

、
曲

玉
を
介

し

て
古

代

の
人
と
治

子
を

重

ね
る

こ
と

に
よ
り
、

「
古
代

の
人

の
愛

の
時

の

「
た
ま

ゆ
ら
」
」

を
治

子

に
も
適

用

し

て

い
く

。

そ

し
て
、

〈
「
た

ま
ゆ

ら
」
〉
を
引

き
起

こ
す
曲

玉

の
所
有
者

と

し

て
、

こ
の

よ
う

に
そ

の
イ
メ
ー
ジ

の
連
鎖

を

も
と

に
創

ら

れ
て

き
た
治

子
像

は
次

の

よ
う

な
記

述

へ
と
ひ

ろ
が

っ
て

い
く
。

 

 
聞

か
せ

た
と
す

れ
ば
、
愛

の
と
き

で
あ

つ
た
ら
う

か
。

私

は
瀬

田

に

 

 
嫉
妬

を
感

じ
た
。

 

 
 

し
か
も

そ

の
嫉

妬

は
や

る
せ
な

い
悔

恨

の

こ
も

つ
た

も

の
で
あ

つ

 

 
た
。

治
子

は
死

ん
だ

か
ら
、

そ

の
人

を
抱
擁

し

な
が
ら

「
た

ま
ゆ

ら
」

 

 
を
聞

く

す

べ
は

な

い
の

で
あ

る
。

 

 
 
 

た

ま
ゆ
ら

に
昨

日

の
夕
見

し
も

の
を
今

日

の
朝

は
恋

ふ

べ
き
も

 

 
 
 

の
か

 

 
 

と
し

た

っ
て
、

も

う
、

 

 
 
 

た

ま
ゆ
ら

の
露

も
涙
も

と
ど

ま
ら
ず

亡
き

人
恋

ふ
る
宿

の
秋

風

 

 

で
あ
る
。

(略
)

 

 
 

治
子

の
首

か
ら

「
た
ま

ゆ
ら
」

を
聞

か
ず

に
し
ま

つ
た

の
は
、

私

 
 

の

一
生

の
幸

ひ
を
取

り
逃

が
し

た
や
う

に
も

思

へ
た
。

こ
れ

は
ま

る

 
 

で
、
治

子
が

死

ぬ
の
だ

つ
た
ら
愛

し

て

お
き

た

か

つ
た

と

い
ふ
や
う

 
 

な
、
卑

随
俗

悪
な

言

ひ
草

と
同

じ

で
あ

ら
う

け

れ
ど

も
、
愛

の
時

に

 
 

「
た
ま

ゆ
ら
」
を
聞

か

せ
る
女

が

二
人

あ
ら

う

と
は
思

へ
な

か

つ
た

。

先

に
引

用
さ
れ

た
と
き

は

「無

学
な

私

に
は
」

と

い

っ
て

〈
私
〉

が

〈
知

る

こ
と
〉

を
拒

否
し
た

二
首

の
和
歌

は
、
本

来

の
意
味

ど

こ

ろ
か
、

治

子

が
残

し

た
時

の
心
情
を

も
空
白

に
し
た

ま
ま

「
私

」

の
理
論

に
強

引

に
取

り

込
ま

れ
て

い
る
。

こ
こ

で
は
す

で
に

「治

子

の
愛

の
と

き

の

〈
「
た
ま

ゆ

ら

」
〉
を

聞

き
た

い
け

れ
ど

も
も

う
治

子

は
死

ん

で

し

ま

っ
て

い
る
」

と

い

っ
た
程

度

の
意

味

し
か
な

し

て

い
な

い
で
あ

ろ
う
。

〈
知

る

こ

と
〉
を
拒

否

す

る
段

階

か
ら
、
対
象

を
自

ら

の
理
論

に
引

き
ず

り
込

む

に
至

っ
た
語

り

は
、
治

子

に
対

し

て
も

「
治
子

の
首

か
ら

「
た
ま

ゆ
ら
」

を
聞

か
ず

に

し

ま

つ
た

の
は
、
私

の

一
生

の
幸

ひ
を
取

り
逃
が

し

た
や
う

に
も
思

へ
た
」

と
考

え

る

こ
と
を

「
こ
れ

は
ま

る
で
、
治

子
が

死

ぬ
の
だ

つ
た
ら
愛

し

て

お
き

た
か

つ
た
と

い
ふ
や
う

な
、
卑

随
俗

悪
な
言

ひ
草
と

同

じ
」

と
し

な

が

ら
も
、

そ

れ
を
否
定

し
な

い
。

こ

こ
で
、
〈
私

〉
は
治

子

を
完

全

に
性
的

な

対
象

と
し

て
捕

ら
え
て

い
る
。

し

か
し
そ

の
理
由

は

「
愛

の
時

に

「
た

ま
ゆ
ら

」
を
聞

か

せ
る
女
が

二
人
あ

ら

う
と

は
思

へ
な

か

つ
た
」

と
さ

れ

て

い
る

の
で
あ

る
が
、

こ
れ
は
見

て
き

た
よ
う

に

〈
私
〉

の
想

像

の
中

で

出

来
上

が

っ
て
き

た
も

の
で
、
ま

っ
た
く
裏

付

け

の
な

い
も

の
で
あ

っ
た
。

こ

こ
で

〈
私
〉

は
自

ら
作

り
上
げ

た
も

の

に
欲

望

し
て

い
る

の

で
あ

る
。

そ
し

て
ま
た
、

〈
「
た

ま
ゆ

ら
」
〉
〈
曲
玉

〉

か
ら
創
り

は
じ

め

ら
れ

た

こ

の

治

子
像

は
、
従

来

の
研

究

の
視
点

で
は

そ

れ
ら
が
導

く

は
ず

の
〈
あ
は

れ
〉

や

〈
悲

し

み
〉

か
ら
は
、
程

遠

い
も

の
で
あ

る
。
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(
4
) 

治
子

の

〈夢
〉
、
瀬
田
の

〈
夢
〉
、
瀬
田
の
排
除

 

形

見
分

け

の
場

面

で
、
〈
私

〉
↓
瀬

田
↓

礼

子
と

い
う

「
縁

の
深

い
浅

い

の
逆

」

の
順

番

で
質

の
良

い
ほ
う

か
ら
曲

玉
が
分

け
ら

れ
る

こ
と

に
よ

っ

て

〈
「
た

ま
ゆ
ら
」
〉
が
鳴

り

え
な

く
な

る
と
、

そ

の
帰
途

で

〈
私
〉

は
曲

玉

に
目
を
向

け

る
。

こ
こ

で
は
季
節

が

「
四
月

の
末
だ

が
、

五
月

の
節
句

も
近

」
く

「
晩
秋

と
初

夏

と

の
境

」
、
曲

玉

は

「青
碧

色

と

い
ふ

の
か
、
翠

緑

色

と

い
ふ

の
か
」

で

「
玉

そ

の
も

の
の
色

が
外

に
逃
げ

な

い
で
内

に
こ

も

る
と

い
う

透
明
度

」

と

さ
れ
、
道

の
並

木

は

「
ま
だ

銀
杏

と
篠
縣

と

の

見
分

け
が

つ
か

な

い
」

と
さ

れ

る
な
ど
、

言
語

で
切

り
分
け

る
際

の
境
界

的
な

も

の
が
取

り
上
げ

ら
れ

て

い
く
。

そ

の
な

か

で
並

木

の
葉

の
新

緑

の

緑

と
幹

の
黒

の

コ
ン
ト
ラ

ス
ト
が
浮

か
び

上
が

ら
さ

れ
る

こ
と

で
、

そ

の

幹

の
黒
さ

が
治

子
が
見

た
と

い
う
竹

の
黒

い
幹

の

〈
夢

〉
を
想

起

さ
せ
、

治
子

の

〈
夢

〉

と

い
う

言
語

に
よ

る
切

り
分
が

不
可
能

で
あ

る
最

た
る

も

の
が

想
起

さ
れ

る
こ

と
に
な

る
。

 

こ

の
治

子

の

〈夢

〉

に

つ
い
て
注

目

さ
れ

る
の
は
、

ま
ず

こ

こ
で
は

死

者

で
あ

る
治

子

の

〈
夢

〉

の
語
ら

れ
方

で
あ

ろ
う
。

こ

の

〈夢

〉

は

「
治

子
が

竹

の
黒

い
幹

の
夢

を
見

て
、
自

分

の
死
を

知

つ
た
と

い
ふ
話

を
、

治

子

の
母

に
聞

い
た

の
を

思

ひ
出

し

た

か
ら

で
あ

る
。
」
と
あ

る
よ
う

に
、

治

子
↓

母
↓

〈
私
V

↓
思

い
出

す
、

と

い
う
幾
度

も

の
ス
テ

ッ
プ
を
経

て
伝

わ

っ
た
も

の
で
あ

る
。

そ
し

て

こ

の

〈
夢

〉

に

つ
い
て

の

〈私

〉

の
語

り

方

は
「
治

子
は
夢

が

さ
め

て
か
ら
も

、
黒

い
竹

の
幹

が
心

に
残

つ
て
ゐ

た
」

と

か

「
治

子
は

凶
兆

と
感

じ
た
」

と

い

っ
た

よ
う

に
、

主
語

を

〈
治
子

〉

と
し

な
が

ら
、
本
来

な

ら
わ

か
り
え

な

い
他

人

の
心
内

を
断
定

し

て

い
る
。

当
初

の

〈
知

る

こ
と
〉

を
拒

否
し

て

い
た
段
階

と

は
ず

い
ぶ
ん
と
違

う
次

元

で
物

事

を
把
握

し

て

い
る
と
言

え
る
が

、
〈
夢
〉
へ
の
ス

テ

ッ
プ

の
多

さ

が

く
私

V

が
治

子

の
心
内

を

の

っ
と
る

こ
と
を
可

能

に
し

て

い
る
と

い
え

る

で
あ

ろ

う
。

こ

の

〈夢

〉

を
想
起

し
た
後

の

〈
私

〉

は

「
曲

玉
は
古

代

か
ら
現

代

ま

で
貴

人

の
墓

に
埋

も

れ
て

ゐ
た
も

の
だ
。
共

に
埋

め
ら

れ
た

人
体

は
ほ

ろ
び
、

骨
も
残

つ
て

ゐ
る
か
ど

う

か
。

し

か
し
曲

玉

は
も

と

の

形

の
ま
ま

に
美

し
く
、
長

い
年

月

の
後

に
墓
を
出

さ

れ
て
、

治

子

の
手

に

三

つ
集

ま

つ
て
、

小
鳥

の
か
す

か
な
さ

へ
ず

り

に
似
た
音

を

さ

せ
る

こ
と

に
な

つ
た
。
」
と
曲

玉

に

つ
い
て
も
学

問
的

知
識

か
ら
離

れ
た

別

の
形

で
歴

史

化

を
し

て

い
る
。

 

こ
の
よ

う

に

く
曲
玉

V
〈
「
た
ま

ゆ
ら
」
〉
に
関
す

る
記
述

と

治

子

に
関

す

る
記
述

が

影
響

し
あ

っ
て
、

そ

の
中

で
の

〈
私
〉

の
創
造

部

分

が
広
が

っ

て
き

た

の
で
あ

る
が
、

形
見

分
け

の

「
四
五
日
後

」

に
瀬

田

が
訪

ね

て
き

た

と
き

に
少

し
様

子

が
変

わ
り
始

め
る
。

何
よ

り
も
特

記
す

べ
き

こ
と
は

治
子

の

〈
夢

〉

と
対
照

的

に
、
瀬

田

の

〈
夢
〉

は
か
ぎ

括
弧

で
括

ら

れ
て

い
る
と

い
う

こ
と

で
あ

ろ
う

。

と
く

に
面

と
向

か

い
合

っ
て

い
る

こ
の
場

面

に
お

い
て

は
、

そ

れ
は
も

っ
と
も
直
接

的

に

〈
私
〉

に
投

げ

か
け

ら
れ

た
言

葉

で
あ
り
、

治

子

の

〈
夢
〉

の
よ
う

に

〈
私

〉

が
入
り

込

む
余
地

は

な

い

の
で
あ

る
。

そ

こ

で

〈
私
〉
は

「
い
や
な
夢

だ
な

。
」
と
眉

を

ひ
そ
め

る
。

さ
ら

に

〈私

〉

が

二

つ
の

〈
「
た

ま
ゆ
ら
」
〉

を
鳴

ら
す

と

き

の
次

の

記
述

が
注

目

さ
れ
る
。

 

 

「
三

つ
の

『た

ま
ゆ

ら
』

と
ち
が

ひ
ま

す
か
。
」

 

 

 
私

は

さ
う
た

つ
ね

て
瀬

田

の
顔

を
見

た
が
、

瀬
田

は
「
た
ま

ゆ
ら
」

 

 

に
耳

を
澄

ま
し

て

ゐ
る
風

は
な

か

つ
た
。

「
た

ま
ゆ
ら

」
に
は

ほ
と
ん

 

 

ど
無

関
心

の
や

う

で
あ

つ
た
。

「
た
ま

ゆ
ら
」
を

子
供
じ

み

た
遊

び
と

 

 

思

つ
て
、
私

を

ひ
そ

か

に
侮

蔑

し
て

い
る

の
か
も
し

れ
な

い
。
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前

に
治

子

の
家

で
聞

い
た
三

つ
の
曲

玉

の

「
た

ま
ゆ
ら
」

と
今

の

 

 

二

つ
の
曲

玉

の

「
た
ま

ゆ
ら
」

と
は

ち
が

ふ
や
う

に
、

私

に
は

思

へ

 

 

る

の
だ

け

れ
ど
も
、

そ

ん
な

こ
と

に
は
無

関
心

な

の
が
当

然
だ

と
す

 

 

る
と
、

か

す
か
な

「
た

ま
ゆ
ら
」

は
実

は
世

に
も
孤

独

の
音

で
あ

る

 

 

の
か
も

し

れ
な

い
。

こ

こ
で

〈
私

〉

は
瀬

田
が

無
関

心
な

こ
と

か
ら

「私

を

ひ
そ

か

に
侮

蔑

し

て

い
る

の
か
も
し

れ
な

い
」

と
、

テ
ク

ス
ト
の
中

で
は

じ
め

て
視
線

を
向

け
ら

れ
る
側

と

し
て

の
自

分
を
意

識

し
、
瀬

田

の
視

線
を
気

に
し

て

い
る
。

そ
し

て
、

こ
れ

に
よ

っ
て
治
子
像

の
創

造

の

一
役

を
担

っ
て
き

た
〈
「
た

ま

ゆ
ら
」
〉

に

「
世

に
も
孤
独

の
音

」

と

い
う
意

味
付

け
を
与

え

て
し

ま
う
。

こ

こ
で
は
、

明
ら

か

に
瀬

田

と
向

か
い
合

っ
た

こ
と

に
よ

っ
て

〈
私

〉

は

揺

す

ぶ
ら
れ

て

い
る

の
で
あ

る
。

 

一
方

で

〈
私
〉

は
瀬

田
を
見

る
側

に
も

ま
わ

る
。

 
 
瀬

田

は
眉
を
曇

ら

せ
た
。

太

い
眉

で
あ

る
。

あ
ご

ひ
げ

が

も

み
あ
げ

 
 
に
続

い
て
、
剃

つ
た
あ

と
が
青

い
。
指

に
も

黒

い
毛
が
あ

る
。

毛

深

 
 

い
や
う

に
目

の
色
も

濃

い
。
細
面

だ
が

、
浅

黒
く

て
、
野

生

の
都
会

 
 
人
と

で
も

い
ふ
風
だ

。
病

的
な
夢

な

ど

に
悩

ま

さ
れ
そ

う

で
な

い
。

 
 
若

々
し

い
歯

を
見

せ
て
笑

ふ

と
、

聡
明

の
魅
力

が

あ
り

な
が

ら
、

不

 
 
意

に
そ

の
笑

ひ
を
消

し

た
り
す

る
。
自

我

は
強

い
が
自
信

は
弱

い
の

 
 
か
も
し

れ
な

い
。

こ
こ
で
は
瀬

田

の
外

見

を
、
「
太

い
眉
」
「指

に
も
黒

い
毛
が

あ

る
」
「
あ
ご

ひ
げ

が
も

み
あ
げ

に
続

い
て
、
剃

っ
た
あ

と
が
青

い
」
「毛

深

い
や

う

に
目

の
色

も
濃

い
」
「
浅

黒
く
」
「
野

生

の
」
と

い

っ
た
粗

野

な
イ

メ
ー
ジ

を

ペ
ー

ス
に
、
「
細
面

」

「都

会
人

」

「
聡
明

の
魅
力

」
と

い

っ
た

ス

マ
ー

ト
な
側

面

も
合

わ

せ

て
表

出

し
て

い
る
。

し

か
し

、
そ

れ
を

「自

我

は
強

い
が
自
信

は
弱

い
の
か
も
し

れ
な

い
」
と
意
味

付

け
る

こ
と

に
よ

り
、

「
私

の
曲

玉

ほ

ど
深

い
光

は
う
ち

に

こ
も

ら
な

い
」

と

い
う
瀬

田

の
曲

玉
と

〈
私

〉

の
曲

玉
と

の
質

の
差
異

と
パ

ラ

レ
ル
な
形

で
、
視

覚

の
面

か
ら
瀬

田

に
対
し

て

優

位

な
位
置

に
立

と
う

と
し

て

い
る
。

 

〈
私

〉
は
瀬

田

と
言
う
明

ら

か

に
意
識

や
感

覚
を

異

に
す
る

い
わ
ゆ

る
他

者

と
向

き
合

っ
て

い
た

の
で
あ

る
が
、

こ
の
場
面

に

お
け
る

〈
私

〉
と
瀬

田

の
距

離
感

は
向

き
合

う
う

ち

に
変
化

し

て

い
る
。

瀬

田
が

語

っ
た
悪
夢

に
た

い
し

て

〈
私
〉
は

「
曲
玉

が
見

さ
せ

る
夢

ぢ

や
な

い
な
。
」
と

一
刀
両

断

す

る
が
、
こ

こ
で
は

一
応
会
話

は
成

立

し
て

い
る
し
、
「
瀬

田

の
こ

の
夢

の
方

が
、
生

理
的

な
憔
惇

を
感

じ
さ

せ
る
。
」
と
夢

に
た

い
し

て

の
分

析

も

行

っ
て

い
る
。

つ
ぎ

に
二

つ
の
曲
玉

に
よ

る

〈
「
た
ま

ゆ
ら
」
〉
を
聞

い
た

あ

と

に
玉

を
預

か

っ
て
く
れ

と

い
う
瀬

田

に
対
し

て

〈私

〉

は
次

の
よ

う

な
反
応

を

示
し

て

い
る
。

 

 

「
僕

は
瀬

田
君

ほ
ど
治

子
さ

ん
と
は
縁

が
深

く
な

い
か
ら
、

玉
を

二

 

 

つ
枕

も
と

に
お

い
て
寝

て
も
、
夢

は
み
な

い
で

せ
う
け

れ

ど
…

…
。
」

 

 

と
私

は
言

つ
た
。
「
し

か
し
、
瀬

田
君

は
治

子
さ

ん
を
裏

切

つ
た
ん

だ

 

 

ら
う

?
」

そ
し

て
、

こ

の
あ

と

に

い
ま
引

用

し
た
瀬

田

の
描

写
が

行
わ

れ
、

二
人

の

会
話

は
次

の
よ
う

に
続

い
て

い
く
。

 

 

「
治

子
さ

ん
が
死

ん
だ

か
ら
、

僕
が
裏

切

つ
た

と
言
は

れ

る
ん

で
せ

 

 

う
ね

。
治
子

さ

ん
が
生

き

て
ゐ
た

ら
、
僕

の
ほ
う

が
裏

切

ら
れ
た

と

 

 

言

へ
る

こ
と

に
な

つ
た
か
も

し
れ

ま
せ

ん
ね
。
」

 

 
 

瀬

田

は
私

を
突

き
放

す

や
う

に
、

こ
ん
な
言

ひ
方

を
し

た
。
私

も

 

 

そ

れ

に
似

た
言

ひ
方
を

返
し

た
。
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「
君
が
治

子

さ
ん
を
裏

切

っ
た
と

い
ふ
の
は
、

し

か
し
、

う

は

べ
だ

 
 
け

の

こ
と
で
、

死
ん
だ

人
を
裏

切

る
わ

け

に
は

い
か
な

い
で

せ
う
。

 
 
治

子

さ
ん
は
君

を
愛

し
な
が

ら
死

ん

で

い
つ
た
ん
だ

か
ら
、
君

が
う

 
 

ら
ぎ

り
や
う

が
な

い
。

(以

下
略
)

突
如

〈
私
〉

は
脈
絡

も
な

く

「
し
か
し

、
瀬

田
君

は
治

子
さ

ん
を
裏

切

つ

た
ん

だ
ら
う

?
」

と
問
う

て

い
る
。

そ
し

て
そ

の
あ

と

の
瀬

田
が
外

見
を

否
定
的

に
描
写

さ

れ
た

の
と
呼
応

す

る
の

か
、
そ

の
あ

と

の
会

話

は
、
「
治

子

さ
ん
が
生

き

て
ゐ
た
ら
、

僕

の
ほ
う

が
裏
切

ら

れ
た

と
言

へ
る
こ
と

に

な

つ
た
か
も

し
れ

ま
せ
ん

ね
。
」

と
す

る
瀬

田

に
対

し

て
、
〈
私

〉

は

「
治

子

さ
ん
は
君

を
愛

し
な
が

ら
死

ん

で

い
つ
た
ん
だ

か
ら
、

君

が
う

ら
ぎ

り

や
う

が
な

い
。
」
と
主

客
を
逆

転

さ
せ

て
話
し

、
瀬

田

が

「
治

子
さ

ん
が

死

ん
だ

か
ら
、
僕

が
裏

切

つ
た
と
言

は

れ
る
ん

で
せ

う
ね
。
」
と

す
る

の

に
対

し

て

〈
私
〉
は

「
死

ん
だ
人

を
裏

切

る
わ
け

に
は

い
か
な

い
で
せ
う

。
」
と

前
提

と
な

る
治
子

と
死

の
順
序

を
逆
転

さ

せ
て
話

し

て

い
て
、
ま

っ
た

く

か
み
合

わ
ず

、
会
話

と

し
て
成

立
し

て

い
な

い
。

こ
の
距
離

の
広

が

り
は

お
互

い
に

「突

き
放

す
や

う
」
な
言

い
方

を

し
た

ゆ
え

で
あ

る
だ

ろ
う
が

、

し

か
し
ま
だ

こ
れ

を

「
似

た
言

ひ
方
」

と
捉

え

る

こ
と

に
よ

っ
て
か

ろ
う

じ

て

コ
ミ

ュ
ニ
ケ

ー

シ

ョ
ン
を

と
ろ
う

と

し

て
い
る

の
で
あ

る
。

 

そ
し

て
、

〈
私
〉
は

こ
こ
で
曲

玉

に
目

を
あ

て

た

こ
と
思

い
出

し

つ

つ
次

の
よ
う

に
話

す
。

 
 

「
瀬

田
君
が
治

子

さ
ん
を

あ
ま

り
愛

し

て
ゐ
な

か

つ
た

り
、

治

子
さ

 
 

ん
を

よ
く
知

ら
な

か

つ
た
り
す

る

の
だ
と
、

治

子
さ

ん

の
愛

は

そ

の

 
 
愛

の
な
か

に
こ
も

つ
て
、

僕

に
は
な

ほ
深

い
も

の

に
思

は

れ
る

と

い

 
 

ふ
こ
と
も
あ

り

ま
す
。
」

し

か
し
、

こ
れ

に
対
し

て

の
瀬

田

の
答

え
は
聞

か
れ

る

こ
と
が

な

い
。
だ

が

、
そ

れ
は
瀬

田
が

発
語

し
な

か

っ
た
と

い
う

わ
け

で
は
必
ず

し

も
な

い

の
で
あ

る
。

こ
の
次

に
瀬

田

の
発

言
内

容

は
次

の
よ
う

な
形

で
あ

ら
わ

れ

て

い
る
。

 

 
 
瀬

田

は
曲
玉

を
治

子

の
母

に
返

し
た

い
の
だ
が

と
私

に
言

つ
た
。

 

 
悪
夢

に
さ

い
な

ま
れ

る

か
ら
と

い
ふ
だ
け

で
は
な

く
、

瀬

田
が
私

の

 

 

と

こ
ろ

へ
来

た

の
に
は
、

や

は
り
心

の
苦

し

み
や
悩

み
が
あ

つ
て

の

 

 

こ
と

か
も
し

れ
な

い
。

し

か
し
、

会

つ
て
ゐ
る
う

ち

に
、
私

は
瀬

田

 

 

の
告
白

を
聞
く

興
味

を
失

つ
た
。

こ
こ

で

の
瀬

田

の
発

言

は
す

で

に

エ
ク
リ

チ

ュ
ー

ル
の
上

で
か
ぎ

括
弧

に

は
括

ら
れ

て

い
な

い
。
す

で

に

「
瀬

田

の
告

白

を
聞
く

興
味

を
失

つ
」

て

い
る

〈私

〉

は
瀬

田

の
発

言

に
耳
を
貸

す

こ
と

を
し
な

い
の

で
あ

る
。

こ

こ

に
至

っ
て

〈
私
〉

は
、
自

分

を
揺

る
が

し

か
ね
な

い
瀬

田
を
、

そ

の
視

覚

の
劣

等
性

を
記

す

こ
と

に
よ

っ
て
排

除

に
成
功

し

た

の
で
あ

る
。

 

こ
れ

に
よ

っ
て

〈
私
〉

の
な

か
の
治

子
は

「
曲
玉

の
よ
う

に
瀬

田

か
ら

独
立

し
た
も

の

と
し

て

い
い
わ
け
だ

つ
た
。
」
と
、
瀬

田

か
ら
切

り
離

し
た

も

の
と
し

て
心
地

よ
く
創

る

こ
と
が

可
能

と
な

っ
た

は
ず

で
あ

っ
た
。

し

か
し
、

(
3
)

で
み
た
よ

う
な

「
「
た
ま

ゆ
ら
」

を
聞

か
せ

る
女
」

と

い

っ

た
形

で

の
治

子

は
、

瀬

田

へ
の
嫉
妬

を

と
お
し

て
形

づ
く

ら
れ

た
も

の

で

あ

っ
て
、
す

で

に
以
前

の
よ

う
な
治

子
像

で
は
あ
り

え
な

く
な

る

の
で
あ

る
。

(
5
) 

定
型
の
中

へ

 
こ

の
よ
う

な
経

緯

を

経

て

語

ら

れ

る
治

子

の
命

日

の
場

面

に

お

い

て

は
、

「
治

子
は
愛

の

と
き

に

「
た

ま
ゆ
ら

」
を
瀬

田

に
聞

か
せ

た
だ

ら
う

か

と

い
ふ
、
官

能
的

な
妄

想

は
起

き
」
る
こ

と
は
な

く
、
〈
「
た

ま
ゆ

ら
」
〉
は

一10一



「
生

と
死

の
あ

ひ
だ

を
通

ふ
さ
さ

や
き
な

や
う

に
聞

こ
え
た
。
」

と

〈
私
〉

の
土
俵

よ

り
も

も

っ
と
大

き
な
、
彼

岸

と
此
岸
を
行

き
交

う
音

と
し

て
変

換

さ
れ

て

い
く
。

さ

ら

に
、

治

子

の
写
真

が
飾

っ
て
あ

る
位
置

や

四
人

の

座

っ
た
位

置
な

ど
形

見
分

け

の
時

と
同

じ
状
況

の
な

か
で

一
人
服
装

が
前

回
と
違

う

と
言

う
形

で

一
気

に
ク

ロ
ー
ズ

ア

ッ
プ

さ
れ

る
礼

子

に

「
姉

か

ら
妹

に
流

れ
る
微

妙

な
女

の
生
命

が
感

じ
ら

れ
る
や
う

で
あ

つ
た
」

と
治

子

は
流

し
込
ま

れ

て

い
く
。

こ
の
系
譜
化

も

ま
た
治
子

を
歴
史

化

さ
れ

た

「女

の
生
命

」

の

ひ
と

つ
と
し

て
よ
り

大
き
な

も

の

へ
回
収

し

て

い
る

と

言
え

る

で
あ
ろ

う
。

 
戦

後

の
川
端

テ

ク

ス
ト
は
、
例

え
ば
森

本
獲

が

「
「住

吉
」
連

作

は
、

川

端
戦

後

の
豊

饒

な
開

花
を

告
げ

る
最
初

の
現

わ
れ

で
あ

る

と
同
時

に
、

以

降

の
川
端

文
学

全
般

を
覆

う
主
題

を
内
包

し

た
、
根
源

的
な

位
置

を
占

め

る
作

品
群

な

の
で
あ

る
。
」
と
述

べ
て

い
る
よ
う

に
、
表

に
『千

羽
鶴

』

『
山

の
音

』

が
あ

る
と
し

た

ら
裏

に
こ

の

「
住
吉
」

連
作

と
呼
ば

れ

る
よ
う

な

テ
ク

ス
ト
群
が

「
日

本

回
帰
」

的
な

も

の
の
あ
ら

わ
れ
と

し

て
認

識

さ
れ

て

い
る
。

こ
の

「
住

吉
」
連

作

と
呼
ば

れ

て

い
る

テ
ク

ス
ト
群

な
ど
を

か

ら

め

つ
つ

『千

羽
鶴

』
を
論

じ

た
吉
村

貞
司

の

「
ふ
た
ご
座

の
美

学

千

羽
鶴

に

お
け

る
古

典

回
帰
 

 
」

に
お

い
て
は
、
戦

後

の
川
端

テ
ク

ス

ト

の
特

徴
と
し

て
、

「
『千

羽
鶴

』

に
あ

っ
て
、
太

田
夫

人

と
文

子

の
親

子

は
、
菊

治

に
と

っ
て

二
人

に
し

て

一
人
、

}
人

に
し
て

二
人

の
異
性

に
外

な

ら
な

い
。

『住

吉

』

『隅

田
川

』
と

『千

羽
鶴
』
と

は
深
く

か

か
わ
り
合

っ

て

い
た

し
、

二
人

に

一
人

と
結

ば

れ
る

エ
ロ
ス
は
、

川
端

に
と

っ
て
永

遠

な
る
主

題

の

一
つ
と
言

わ

ね
ば

な

ら
な

い
。
」
と
さ
れ

て

い
る

「
二
人

に
し

て

一
人

、

一
人

に
し

て
二
人

」
と

い
う

こ
と
や
、

「古

典

は
全

く
川
端

の
深

層

意
識

の
中

で
意

味
を
持

っ
て

い
る
の
で
あ

っ
て
、

し

か
も

そ

こ
は
死

の

次

元

で
あ

り
、
霊

的
な

空
間

に
属
し

て

い
た
。
」
と
さ
れ

て

い
る

「
死

の
次

元
」

「
霊
的

な
空

間
」
と

い

っ
た
異
界

を
見

る
あ

り
方
な

ど
が

見
出

さ

れ
る

が
、

こ

の
昭
和

五
十
年

代

に
書

か
れ
た
た

っ
た

一
つ
の
論

文

だ

け

か
ら
見

る

の
は
不

用
意

で
は
あ

ろ
う

が
、

お
お
む

ね

こ
の
あ
た

り
が

ス
タ

ン
ダ

ー

ド

で
あ

る
。

こ

の
と

き
、

「
た
ま

ゆ
ら
」
に
お
け

る

「
姉

か
ら

妹

に
流

れ

る

微
妙

な
女

の
生
命

」

は
前
者

に
、

「生

と

死

の
あ

ひ
だ

を
通

ふ

さ
さ

や
き
」

は
後
者

に
そ

の
ま
ま
重

な

る

で
あ

ろ
う
。

 

し
か
し

、
い
ま

ひ
と
た
び
立

ち
止

ま

っ
て
考
え

て

み
る
と

、
「
二
人

に

一

人

と
結

ば

れ

る
」
こ
と
を

「
エ
ロ
ス
」
と

と
ら

え
て
そ

れ
を

「
川
端

に
と

っ

て
永
遠

な

る
主

題

の

一
つ
」
と
す

る

こ
と
や
、

〈古

典

〉

に

〈
死

の
次

元
〉

や

〈
霊
的

な
空

間
〉

を
見
出

す

こ
と
自
体

に
、
論

理
的

な
跳

躍

が
あ

る

こ

と

に
気

が

つ
く
。
〈
古

典
〉
と

い
う
実

際

に
は
実
体

の
な

い
言

葉

は
、

〈
美
〉

〈
死
〉
〈
霊
V
と

い

っ
た

こ
れ
も

ま
た
実
体

の
な

い
耳

に
心
地

の
よ

い
言
葉

を
引

き
寄

せ

て

い
る

の
で
あ

る
。

こ
れ
は
お

そ
ら
く

川
端

テ

ク

ス
ト
固
有

の
問
題

で

は
な
く
、

〈
古
典

〉
と

か

〈
日
本

〉
と
か

〈伝

統

〉
な

ど

に

つ

い

て
述

べ
ら
れ

る
際

の

一
つ
の
型

で
あ

ろ
う
が
、

と
も

か
く

こ

の
よ
う

な
文

脈

に

お

い
て

「
哀
愁

」

の

〈
あ

は
れ
〉

や

〈
悲

し

み
〉

と

い
う

言
葉

も
川

端

テ

ク

ス
ト
に
見
出

さ

れ
る

〈
古

典
〉

と
あ

た

か
も

切

り
離

せ
な

い
も

の

か

の
よ

う

に
流
通

し

て
し
ま

っ
て

い
る

の
で
あ

る
。

 

〈
「
住
吉

」
三
部
作

V
と

よ
ば

れ
る
同
様

の
構
造

を
持

つ
テ
ク

ス
ト
群

(
「
反

橋

」

(
昭

二
三

・
一

「
別

冊
風
雪

」
、
初

出
題

「
手
紙

」
)
、

「
し

ぐ

れ
」

(
昭

二
四

・
一

「
文

芸
往

来
」
)
、

「
住
吉

」

(昭

二

四
・
四

「
個

性
」
、

初
出

題

「
住

吉
物
語

」
)
)
は
、

「哀

愁
」

に
お
け

る

〈
あ

は
れ

〉
や

〈
悲

し

み
〉
と
言

っ
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た
言
葉

に
代
表

さ
れ

る

〈
日
本

回
帰
/
古

典

回
帰

〉

の
代

表
的

な
作
品
群

と
し

て
位

置
付

け
ら

れ

て
い
る

の
で
あ

る
が

、

三

つ
の
テ
ク

ス
ト

の
間

に

は
そ

の

〈
あ

は
れ
〉

や

〈悲

し

み
〉

と

い

っ
た
言

葉

と
の
距
離

感

に
は
大

き

い
差

異
が
見

出

さ
れ

る
よ
う

な

の
で
あ

る
。

「
反
橋
」
で

は

く
私
V
は

「
美

術

品
、

こ
と

に
古

美

術
を

見

て
を
り

ま
す

と
、

こ
れ
を

見

て
ゐ
る
時

の
自

分
だ

け
が

こ
の
生

に

つ
な

が

つ
て

ゐ
る
や
う

な
思

ひ
が

い
た
し
ま

す
。
」
と

し
な
が

ら
諸
作

品

に

つ
い
て

「
今

日

の
人

で
あ

る

ス
ウ
チ

ン
も
霊
華

も
私

に
は
あ

は
れ

で
あ
り

ま
す
。
」
と
述

べ
た
り
、

玉
堂

に

つ
い
て

「
私

に
は
す

こ
ぶ

る
近

代
的

な
さ
び

し

さ

の
底

に
古
代

の
静

か
さ

の
か
よ
う

の
が
感

じ

ら
れ

て
身

に
し
み

る
の

で
あ
り

ま
す
。
」

と
述

べ
、
「
あ

の
癖

の

ひ
ど

い
定

家

の
字

で
見

て
を
り

ま
す

と
、
私

の
残

生

の
哀
傷

も

こ
ん
な

と

こ
ろ
に

つ

き
、

こ
ん
な
哀
傷

に
す
が

つ
て
長

ら

へ
て

ゐ
る

の
か
と
思

は

れ
る
」

な
ど

と
述

べ
て

い
る
よ
う

に
、

こ

こ
で
は
古

美
術

な

ど
は

〈
あ

は
れ
〉
や

〈
悲

し
み
〉

と

い

っ
た
言

葉

と
直

接

つ
な

が

っ
た
言
葉

と
し

て
あ

ら
わ

れ
て

い

る
。

「
し
ぐ

れ
」
で
は
冒
頭
近

く

に

「
し
ぐ

れ
は
私

を
古

い
日
本

の
か
な
し

み

に
引

き

い
れ
る
」

と
あ

る
も

の

の
、

テ

ク

ス
ト
中

ほ
ど

で
は

「
し
ぐ
れ

の
音

は
や
ん

で
ゐ

ま
し
た
。
」
と
し
ぐ

れ

に
と
も

な
う
〈
日
本

の
か
な

し

み
〉

的
文
脈

の
消
失

が
予
感

さ

れ
、
こ
の
後

の
デ

ユ
ウ
ラ

ア
の
使
徒

の
手

は
〈
日

本

の
か
な
し

み
〉
を
想

起

さ
せ

る

こ
と
も
明

治

や
大
正

の
時
代

を
象

徴
さ

せ
ら

れ
る

こ
と
も
な

く
、
友

人

須
山

の
手

と
重

ね
あ

わ
さ

れ
て

い
く

の
み

な

の
で
あ

る
。

そ
し

て

「住

吉
」

で
は
例

え
ば

『
住
吉
物

語
』

に
引

き
ず

ら
れ

て
出

て
き
た

『
源
氏
物

語
』

に
関

す

る

「あ

の
源

氏
物
語

の
あ

ん
な

に
多
く

の
主
要

人
物

が

ほ
と

ん
ど
す

べ
て
孤

児

、
少
く

と
も
片

親

の
な

い

人
達
、

こ

の
驚

く

べ
き

こ
と

か
ら
考

へ
て
み
ま

し

て
も
」

と
述

べ
て

い
る

よ
う

に
、

そ

こ

に
見

出

さ
れ

る

の
は

〈
あ

は

れ
〉

と
か

〈
悲

し

み
〉

で
は

な
く

く
私
V

の
境

遇

(川
端

の
境

遇

で
は

な

い
)

と
重
ね

あ

わ
さ
れ

た
個

人
的

な
問
題

な

の

で
あ

る
。

『
住
吉

物

語
』
が
常

に
母
が
語

っ
た

も

の
と
今

本

の
距
離

が
問

題

と
さ
れ

て

い
る

こ
と
な

ど
も
含

め

て
、

古
典

は

〈
日
本

の
あ

は

れ
〉

と
か

〈
日
本

の
悲

し

み
〉
と

い

っ
た
大
き

な
言
葉

に
転

嫁

さ

せ

て

い
く

も

の
で

は
な
く
直

接
自

ら

を
語

っ
て

い
く
道
旦
ハで

し
か
な

い
の

で
あ
る
。

〈
三
部

作
〉
は
、
実

は

す

こ
し
つ

つ

「
哀
愁
」
か
ら
離

れ

て

い

っ

て

い
た
、

と

い
え

よ
う
。

 

こ

の
こ
と
を
考

え

た
と

き

に
、

〈
知

る

こ
と
〉
を

拒
否

し
な

が
ら
治

子
像

を

〈
私
〉

の
個

人
的

な
欲
望

と

し

て
創

り

な
が
ら

も
、
最

終
的

に
は
大

き

な

も

の

へ
と
回
収

さ
せ

て

い

っ
た

「
た
ま

ゆ
ら
」

は
、
あ

ら

ゆ
る
古

美
術

な

ど
を

く
あ

は
れ
V

や

く
悲

し

み
V

と

い

っ
た
大

き

い
言

葉

へ
変

換

さ

せ

て

い
た

「
反
橋

」
か
ら
、

『
住
吉

物
語

』
を

テ
ク

ス
ト

の

一
回
的

な
意
味

と

し

て
扱

っ
た

「
住
吉

」

へ
と
流

れ

る

〈
三

部
作
〉

の
逆

コ
ー

ス
を

一
足
飛

び

に
た

ど

っ
て

い
る
と

い
え

る
で
あ

ろ
う

。
そ

れ
が
、

こ

の
テ
ク

ス
ト
が

『千

羽
鶴

』

な
ど

に
み
ら

れ

る
こ

の
時

期

の
川
端

テ

ク
ス
ト

の
定
型

と
重

な

っ
て

い
る

と

い
う

こ
と

で
あ

り
、
定

型

が
出
来

て
い
く

過
程

の
縮

図

と

も

い
え

る

か
も
し

れ
な

い
。

 

ま
た

、
ジ

ョ
シ

ュ
ア

・
モ
ス
ト

ウ
は

『
伊
勢
物

語
』

の

〈
古

典
化

(
カ

ノ
ナ
イ

ゼ

ー
シ

ョ
ン
)
〉
に
触

れ

た
論

の
中

で
、
戦
後

の

『伊

勢
物

語
』
解

釈

に
触

れ

て

「
後
発

産
業

国

に
お

い
て

は
、

オ
リ

エ
ン
タ
リ
ズ

ム
や
帝

国

主
義

に
よ

っ
て

一
種

の
女

性
化

の
視

線

に
さ
ら

さ
れ

て

い
る
自

国

の
男
性

エ
リ

ー
ト

は
、

近
代

化
を

積
極

的

に
取

り
入

れ
る

一
方
、

今

や
「
伝
統

的

」

と
さ

れ
た
も

の
の
保

管
者

の
役

割

を
女
性

に
担

わ
せ

る
傾
向

が
あ

」
り
、

一
九
五

〇
年

代

か
ら
六
〇

年
代

初
期

に
か
け

て

の
日
本

に
お

い
て
は

「
よ

一12一



り
特

別

の
意

味
合

い
を
も

つ
こ

と
と
な

っ
た
」

と

い

っ
た

こ
と
を
述

べ
て

い
る
が
、
姉

か
ら
妹

へ
と
系

譜
化

さ
れ

る

「
た
ま

ゆ
ら
」

は
、
そ

の
女
性

ジ

ェ
ン
ダ

ー
性

と

〈
日
本
独

自
〉

と

い
う

ア

ン
ビ

バ

レ
ン
ツ
を
背

負

っ
た

ひ
ら
が

な

の
タ
イ

ト

ル
と
あ

い
ま

っ
て
、
戦
後

の
新

た
な

〈
日
本

文
化

〉

の
立
ち
上
げ

に
か
ら

め
と

ら
れ

て
し

ま
う
可
能

性

を
背
負

っ
た

テ
ク

ス
ト

で
あ

る
だ

ろ
う

。
前
半

で
拒

否

さ
れ

た
学
問
的

知
識

は
男

性
的

で
あ

り
、

そ
れ

は
戦
前

か
ら

の
積

み
上
げ

で
あ

る

こ
と
を
考

え
た

と
き

に
、

そ

の
テ

ク

ス
ト
の
ダ

イ
ナ

ミ
ズ

ム
は
戦
後

の

〈
日
本

文
化

〉
立

ち
上
げ

の
形

と
近

し

い
も

の
が
見

て
取

れ

る
か
も

し
れ
な

い
。
少

な

く
と
も

、
定
型

化
し

、

そ

の

一
回
性
を
失

っ
た

テ
ク

ス
ト

に
は
そ

の
よ
う

な

こ
と
が
入

り
込

む
余

地

は
十
分

あ

っ
た

で
あ

ろ
う
。
そ

し

て
、
そ
れ

は
ま
た
、
〈
美
し

い
日
本

の

私
〉

と
し

て
ノ
ー

ベ

ル
賞

を
受

け

る
に
至

る
ま

で
の
川
端

の
立

ち
位
置

と

も
密
接

に
リ

ン
ク

し
て

い
る

の
で

は
な

い
だ
ろ
う

か
。

注(1
)

小
林

一
郎

「「哀
愁

」
1

川
端
康
成

の
回
帰

 

」

(小
林

一
郎

『川
端
康

 
 
成
研
究
I
I
東

洋
的
な
世
界
1

』
昭
五
七
、
明
治
書
院
)

(2
) 
杉
浦

明
平

「
川
端
康
成
」

(初
出

『群
像
』
昭
二
九
・
八
、
引
用

は

『日
本
文

 
 
学
研
究
資

料
叢

書
 
川
端
康
成
』
昭

四
八
、
有
精
堂
)

(3
) 

村
松

定
孝

「川
端
康
成

の
評
価
を

め
ぐ

っ
て
」

(『国
文
学
 
解
釈

と
鑑
賞
』

 
 
昭
三
二

・
一
)

(4
) 
平
山
三
男

「川
端
康
成
 
美
と
の
還
遁
」
(『没
後
三
〇
年
 
川
端
康
成
i

 
 
文
豪

が
愛
し
た
美

の
世
界
』

二
〇
〇

二

・
一
〇
)

(5
) 

こ

の
項
は
中
村
光
夫

に
よ

る
も

の
。

(6
) 

「解
説
」

(『好
情

歌

・
た
ま
ゆ
ら
』
昭
四
九
、
旺
文
社
文
庫
)

(7
) 

田
村
充

正
は

「「
た
ま

ゆ
ら
」
論
 

 
不

在

の
小
説
あ

る

い
は
小
説

の
不
在

 
 
1

」

(田
村
充
正
・馬
場
重

行
・原
善
編

『川
端
文
学

の
世
界

2
 

そ
の
発
展
』

 

平

一
一
、
勉
誠
出
版
)
に
お

い
て
、
自
身

の

「「
伊
豆
の
踊
子
」
試
論
-ー
1
虚
構

 

 
の
カ

タ
ル
シ
ス
ー

」

(『交
錯

す
る
言
語
』
平

四

∴
二
、
名
著

普
及
会
)
を
援

 

 
用
し

な
が
ら
、

一
人
称

語
り
を

a
告
白
型

・
b
分
析
型

・
c
実

況
型

に
わ
け

て
、

 

 

「
た
ま
ゆ
ら
」
を

「「語

り
手

で
あ
る

く
私
V
は
物
語
世
界

に
属
し

て
い
る
の
だ

 

 
が
、

主
人
公
で
は
な
く
、

い
わ
ば
リ
ポ
ー
タ
ー

の
役
割
を
果
た
し

て

い
る
。
描

 

 
写

の
焦
点

は
む
し
ろ
語

ら
れ
る
事
件

(対
象
)

に
あ
わ
せ
ら
れ

て
お
り
、
語

る

 

 

〈私

〉
の
存
在

は
後
景

に
退

い
て

い
る
」
と

い
う
タ
イ
プ
の

一
人
称
小
説
」

と

 

 
し
て

い
る
。
し
か
し
、
本
文
で
述

べ
た
よ
う
な

〈私
〉

の
語
り
方

の
問
題

か
ら

 

 
だ

け
で
は
な
く
、
そ
も
そ
も

一
人
称
小
説
を
そ

の
よ
う

に
分
析
し

う
る
の
か
/

 

 
分
析

す
る
意
義
は
ど

こ
に
あ
る

の
か
、
と

い
う

こ
と
も
含
め

て
問

い
直

す
必
要

 

 
が
あ

る
で
あ
ろ
う
。

(8
) 

長

谷
川
尚

「
た
ま
ゆ
ら
」

(長
谷

川
泉
編

『川
端
康
成
作
品

研
究
』
昭
四

四
、

 

 
八
木
書

店
)

(
9
) 

「た
ま

ゆ
ら
」

に
は
次

の
二
首

の
和
歌
が
引

用
さ
れ
て

い
る

 

 
 
 

た
ま
ゆ
ら

に
昨
口

の
夕

見
し
も
の
を
今
日

の
は
恋
ふ

べ
き
も

の
か

 

 
 
 

た
ま
ゆ
ら

の
露
も
涙
も
と
ど
ま
ら
ず
亡
き
人
恋

ふ
る
宿

の
秋

風

 

 
 
こ
れ
ら

の
歌

に
つ
い
て
は
以
下

の
と

お
り

で
あ

る
。
な

お
、

こ
れ
ら
の
和
歌

 

 
は
二
度
ず

つ
引
用
さ
れ

て
い
る
が
、

一
首
目

の
ル
ビ
が

二
度
目

に
は
付
さ
れ
て

 

 
い
な

い
こ
と
を
除

い
て
は
、
同
様

の
表
記

に
よ

っ
て
引
用
さ

れ
て

い
る
。

 

 
 
ま
ず
は
第

一
首
目

で
あ

る
が
、

こ
の
歌

の
も

っ
と
も
古

い
も

の
は
『万
葉
集
』

 

 
の
巻

第
十

}
に
お
さ

め
ら
れ
た
よ

み
人
し

ら
ず

の
歌

で
、
原
文

は

「
玉
響
 
昨

 

 
夕
 
見
物
 
今
朝
 
可
恋
物
」

と
表
記

さ
れ
て
い
た
も

の
と
言

う
。
こ
の
歌

に

 

 
つ
い
て
触
れ
た
数
少
な

い
論

の
中

で
は
、
例

え
ば

田
村
充
正

は

「
「
た

ま
ゆ
ら
」

 

 
論
ー

不
在

の
小
説
あ

る
い
は
小
説

の
不
在
1

」
(注
7
参
照
)
に
お

い
て
万

 

 
葉
仮
名

で
は

〈玉
響
〉

と
言
う
表
記

を

〈
た
ま
ゆ
ら
〉

と
読

む
評
釈
は
ま
れ

で

 

 

〈
た
ま

か
ぎ
る
〉
〈
た
ま
た
ま
も
〉
〈
た
ま
あ

へ
ば
〉
〈
た
ま
さ

か
に
〉
〈
ま
さ
や

 

 
か
に
〉
な
ど
の
諸

説
が
並
び
立

っ
て

い
る

こ
と
を
前
提
と
し
た
上

で
、

『日
本
古

 

 
典
文
学
大
系

6
 
万
葉
集

三
』

(昭
三
五
・
一
〇

、
岩
波
書
店
)

の

「た
ま
ゆ
ら

 

 
に
昨
日

の
夕
見

し
も
の
を
今

日
の
朝

に
恋

ふ
べ
き
も
の
か
」
と

い
う
読

み
下

し

 

 
と

「
ち
ら
り
と
ほ
ん
の

一
瞬
、
昨
日

の
夕
見
た
だ
け
な

の
に
、
今
日

の
朝

に
恋

 

 
し
く
思

う

べ
き
で
あ
ろ
う
か
。」

と
い
う
大
意
を

も
と
に
議
論

を
進

め
て

い
る
。
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し
か
し
、

こ
こ
で
も
し
引

用
さ
れ
た
和

歌
の
正
確

な
理
解
を

も
と
に
論

を
進
め

 
 
よ
う

と
す
る
の
で
あ
れ
ば
、

こ
の
ま
ま
で
は
不
十
分

で
あ

る
。

な
ぜ

な
ら
ば
、

 
 

『新
編
国
歌
大
観

』

(角
川
書
店
、
C
D
-
R
O
M
版
)
に
依

る
だ
け
で
も

一
部

 
 
に
語
句

の
相
違

が
見
ら
れ
る
も

の
も
含
め
て
恐
ら
く
こ

の
万
葉
歌
か
ら
派
生
し

 
 
た
と
思

わ
れ
る
歌

が

『風
雅
和
歌
集
』
『人
丸
集
』

『綺
語
抄

』
『秋
風
和
歌
集

』

 
 

『歌
林
良
材
』

な
ど

に
見
ら
れ
、
ま
た

「た
ま
ゆ
ら
」

の
テ
ク

ス
ト
と
古
典
大

 
 
系
で

「朝

は
」

「朝

に
」
(傍
点
三
浦
)
と
異
な

っ
て
い
る
こ
と
も
考
え
た
時

に
、

 
 

「
た
ま
ゆ
ら
」

の
知
識
の
総
体
で
あ
る
川
端
康
成
が

『万
葉
集
』
以
外

の
テ
キ

 
 
ス
ト
に
よ

っ
て
引

用
し
た
可
能
性
は
か
な
り
高

い
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

 
 

次
に
第

二
首

目
の
歌
で
あ
る
が
、

こ
れ
は
も

っ
と
も
目
立

つ
も

の
と
し

て
は

 
 

『新
古
今
和
歌
集

』
の
巻
八
の
哀
傷
歌

に

「
母
み
ま
か
り
に
け
る
秋
、

の
わ
き

 
 
し
け
る
日
、
も
と
す
み
侍
り
け
る
所

に
ま
か
り
て
」
(引

用
は
『新
編
国
歌
大
観

』

 
 
に
よ
る
)
と

い
う
詞
書
と
と
も

に
藤
原
定
家
の
歌
と
し
て
収

録
さ
れ
て

い
る
。

 
 
そ
し
て
、

こ
の
歌

も
ま
た
前
首

同
様

に

『玉
葉
和
歌
集

』
『拾
遺
愚
草
』

『定
家

 

卿

百
番
自
歌
合
』

『続
歌
仙
落
書
』
『定
家
十
体
』
『自
讃
歌
』
『正
徹
物
語
』
『長

 
 
秋
草
』

『定
家
八
大
抄
』

『歌
林
良
材
』
『古
今
和
歌
集
古
注
釈
書
引
用
和

歌
』な

 
 
ど
に
主

に
前
後

の
詞
書
な
ど
の
相
違

に
よ
り
さ
ま
ざ
ま
な
形
態
で
収
録
さ
れ

て

 
 
い
る
。

し
か
し
、
こ

の
歌
は
定
家

の
も

の
で
あ
る
と
言
う

こ
と
が
は

っ
き
り
し

 
 
て

い
る
こ
と
も
あ
り
、
前
首

に
比

べ
て
本
文
自
体
は
安
定
し

て
い
る
よ
う

で
あ

 
 
る
。

(10
) 
森
本
獲

「
「住
吉
」
連
作
解
説

」

(森
本
獲

・平
山
三
男
編
著

『注
釈
遺
稿

「雪

 
 
国
抄
」
・
「住
吉

」
連
作
』

一
九
八
四
、
林
道
舎
)

(H
) 

「
ふ
た
ご
座

の
美
学
1
1
-
「千

羽
鶴

」
に
お
け
る
古
典
回
帰
-

」

(『川
端
康

 
 
成
研
究
叢
書

6
 

風
韻

の
相
克
』
昭
五
四
、
教
育
出
版

セ
ン
タ
ー
)

(12
) 

「住
吉
」
に

つ
い
て
は
拙
稿

「
川
端
康
成

「住
吉
」
論
1
ー

事
態

と
し

て
の
引

 
 
用
」
(『芸
文

研
究

』

二
〇
〇
三

・
六
)
参
照
。

(13
) 

ジ

ョ
ジ

ョ
ア
・
モ
ス
ト
ウ

(岡
野
佐
和
訳
)
「「
み
や
び
」
と
ジ

ェ
ン
ダ

ー
-

 
 
近
代
に
お
け
る

『伊
勢
物
語
』」

(
ハ
ル
オ

・
シ
ラ
ネ
、
鈴
木
登
美
編

『創
造

さ

 
 
れ
た
古
典
ー

カ
ノ

ン
形
成

・
国
民
国
家

・
日
本
文
学
』

一
九
九
九
、
新

曜
社
)
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