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「
ア
グ
ニ
の
神
」
論
―
―
「
運
命
の
力
」
は
誰
に
示
さ
れ
た
か
―
―

五
島

慶

一

は
じ
め
に

 

「
ア
グ

ニ
の
神
」
は
芥
川
龍

之

介
が

『
赤

い
鳥

』
に
発

表
し

た
中

で

の
最

後

の
作

品

で
あ
る

(
大
正
十

年

一
・
二
月
号

)
。

こ

の
た

め
か
、
例

え
ば

「
芥

川

龍
之

介

の
童

話
」

「
芥

川

の
児
童
文

学

」
と

い

っ
た
、

彼

の

一
聯

の
児
童

文

学
作

品
を
概

観

す

る
論

の
中

で

(そ

の

一
環

と
し

て
)
多

く
採

り
挙
げ

ら
れ

る

一
方

で
、
作

品

単
体

で
は
余

り
取

り
扱

わ
れ

て

こ
な

か

っ
た
よ

う

で
あ

る
。

 

確

か

に
、
余

り

に
象

徴

・
典

型
的

な
人

物
造

型

・
舞

台
設
定

や

、
強
力

な
異
類

と

し
て

の

「
神

」

の
現
出

な
ど
、

こ
の
作
品

は

「
お
伽
噺

」
的
要

素

に
満

ち
満

ち

て

い
る
。
作

品
末
尾

の
引

用

か
ら
、

「
『
運
命

の
力

の
不

思

議

な

こ
と
』
、
ー

一
種

の
神

秘
主
義

が

こ

の

一
編

の
童

話

の
テ

ー

マ
」
で

あ
り
、

そ

れ
は
「
子

ど

も

の
読

者

に
も

わ
か

る
よ
う

に
配
慮

さ
れ

て

い
る
」

と
意
味

づ

け
た
関

口
安
義

の
指

摘

は
、

そ

の
限

り

に
お

い
て
正
し

い
。

し

か
し
、

そ

の
よ
う

な

テ
ー

マ
の
分

か
り

や
す

さ
を
導

く

こ
の
作

品

の
構
成

自
体
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
、
1

換
言
す
れ
ば
そ
う
し
た
分
か
り
易
い

テ

ー

マ
設
定

の
底
意

に

つ
い
て
、

も

っ
と
考

え
ら

れ
て
も

よ

い
の

で
は
な

い
か
。

 
以
下
、
本
論
で
は
、
や
は
り
童
話
と
い
う
前
提
ゆ
え
か
従
来
余
り
考
察

対
象
と
さ
れ
な
か
っ
た
同
作
の
物
語
構
造
に
着
目
、
更
に
そ
れ
を
総
合
的

に
分
析
し
た
上
で
、
最
終
的
に
テ
ー
マ
性
を
前
面
に
打
ち
出
し
た
結
末
部

に
、
従
来
と
は
異
な
る
側
面
か
ら
光
を
あ
て
よ
う
と
す
る
試
み
で
あ
る
。

 
初

め

に

ふ
れ

て
お
く

と
、

「
ア
グ

ニ
の
神
」
は
そ

の

モ
チ

ー

フ

の
主
要

部

分

を
芥
川

自
身

が

以
前

に

『
中
央

公
論
』
に
発
表

し
た

「妖

婆

」

(大
正

八

年
九

・
十

月
)

に
負

っ
て

い
る
。

こ
ち
ら

は
同
時
代

評
が

余

り
芳

し
く

な

い
上
、
自

ら

も
そ

れ
を
認

め

た

〈
失
敗

作
〉
と
し

て
あ

っ
た
。

「
ア
グ

ニ
の

神
」

で
芥

川

は
今

日

の
所

謂

「
リ

ベ

ン
ジ
」

を
図

っ
た

の

で
あ

る
。
当

然

な

が
ら

そ

の
際

、
設

定

の
上

で
も
多

く

の
変

更
が

な
さ

れ
て

い
る
が
、

こ

こ
で
は

そ

の
う

ち

の

二
点

に

つ
い
て
特

に
注

意
を
喚

起

し

て
お

き
た

い
。

 

一
点
目

は
語

り

の
位
相

あ

る

い
は
構

成

に
関

し

て
。

「妖

婆

」
で
は
初

め

に
情

報
提

供
者

(事

件
体
験

者
)
か
ら

の
話

を
聞

く

「
私

」

(限

り
な
く

作

者

に
近

い
)

の
姿

を
置

く

こ
と

で
、

再
話

と
し

て

の

〈物

語

〉

と

い
う

構

図

を

(
一
応

)
示

し

て

い
る
。

対

す
る

「
ア
グ

ニ
の
神
」

で
は
、

(
こ
の
点

は
寧

ろ

「
お
伽

噺

」
の
定

型

に
属

す
る
と
言

え

る
だ

ろ
う
が

)
強

固

に

く
物
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語

〉
を
支

配

"
統
御

す
る
唯

一
人

の
語

り
手

が
存
在

し
、
唯

一
つ
の

〈
物

語

〉

の
展
開
を

終
始
担

っ
て

い
る
。

こ
こ

で

い
う
唯

一
つ
の

〈物

語

〉
と

は
す

な
わ

ち
、

最
終

部

で
強

調

さ
れ

る
よ
う

に
、

人

々
の
思
惑

や
予

期
を

遥

か
に
超

え

た
と

こ
ろ

で

「
運
命

の
力

の
不

思
議

」
が
顕

現

し
た

と

い
う

こ
と
 

 
具
体

的

に
は
、
当

の

「
ア
グ

ニ
の
神

」
自

ら
が

、
彼

を
召
喚

し

た

「
婆

さ
ん
」
を
殺

し
、

(結
果

と
し

て
)
囚

わ
れ

の
身

で
あ

っ
た
妙

子
を

解

放

し
た
、
と

い
う

も

の
に
外

な
ら
な

い
が
、
そ

の
よ
う

な
唯

一
つ
の
〈
物

語
〉

に
対

し
て

こ
の
語

り
手

は
、

二

つ
の

〈筋

〉

の
展
開

を
呈

示

し

て

い

る

の
で
あ

る
。

 

そ

の

一
方

は

〈
物

語
〉

の
主
要

舞
台

と
な

る

「婆

さ

ん
」

の
家

の
内

部

で

の
出

来
事

で
あ
り

、

こ
れ

に
は
妙
子

の
心
中

表

現
や

そ
れ

に
よ

っ
て
示

さ
れ

る

(作
品

本
文

に
は
出

て
こ
な

い
)
彼

女

の
行

為

を
含

む
。

そ
し

て

他

方

が
書
生

「
遠
藤

」

の
、

後

に
詳
述

す

る
よ
う

な
探
偵

的
行

為

と
、
や

は
り

そ

の
心
中

表
現

と
な

っ
て

い
る
。
時

間
的

に
平

行

す
る
両

者

は
、
「
そ

の
日

の
か

れ
こ
れ
同

じ
時
刻

に
」

(第

二
章

冒
頭
)

「
そ

の
時

あ

の
印

度
人

の
婆

さ
ん

は
」

(第

四
章
冒

頭
、

以
下
傍

線

は
す

べ
て
引

用
者

)
と

い

っ
た

叙
述

を
置
く

こ
と

で
、

ほ
ぼ
章

ご
と

に
交
替

的

に
語
ら

れ
、

あ
た

か
も
映

画

に
於

け

る
カ

ッ
ト

・
バ

ッ
ク

の
技
法

の
如

く
そ

れ

に
よ
り
場

面

に
緊
迫

感
を
生

む

と

い
う
効

果
を
適

宜

狙

い

つ
つ
、

最
終

的

に

一
つ
の

〈
物

語
〉

を
織

り
上
げ

て
ゆ
く

と

こ
ろ
と

な

る
。

そ

し
て

そ
れ
ま

で
あ

え

て
別

々
に

(交

互

に
)
語

ら

れ
て

い
た

二

つ
の

〈
筋
〉

は
、

最
終
第

六

章

に
至

っ
て

合

一
を
見

る
。

そ

こ

に
於

て
、

先
述

の
如

き

「運

命

の
力

の
不
思
議

」

と

い
う

こ

の

〈
物

語
〉

の
主
題

が
初

め

て
語

り
手

に
よ

っ
て
明

ら

か
に
さ

れ

る
、

と

い
う

の
が

こ

の
作

品

の
構
成

上

の
大

ま

か
な
流

れ

で
あ

る
。

 

大

き
な
変

更

の
二
点

目
は
、

物
語

の
舞
台

に
関

し

て

で
あ

る
。

「
妖
婆

」

で
は
先
述

の
よ
う
な
語

り

の
構
造

と

の
関
聯

も

あ

っ
て
、
(作

者

あ

る

い
は

読

者

と
同
じ
地

平

と
し

て

の
)
同

時
代

の
東

京

と

い
う

設
定

で
あ

っ
た
が
、

「
ア
グ

ニ
の
神

」
で
は
そ

の
冒
頭

に

「支

那

の
上
海

の
或

町

で
す

。
」
と

あ

る
。
時

日

は
明
示

さ
れ
な

い
な
が
ら

、
後

述
す

る

「
亜
米
利

加

人

」
と

「
婆

さ
ん
」

の
会
話

、

「
日
本
領

事
」

の
書

生

(遠
藤

)
の
存

在
等

か
ら
、

や

は

り
ど

う

や
ら
初

出

読
者

の
同
時

代

で
あ

る

こ

と
が
推

察

さ

れ

る
。

『赤

い

鳥

』
誌

上

で
、

こ
れ
よ

り
以
前

に
当

代
支

那
を

舞
台

と
し

て

い
る
作

品

は

余

り

見
ら

れ
な

い
。

こ
の
設
定

か
ら
、
同

作

に
芥
川

の
異

国
趣

味

が
色
濃

く
反
映

し

て

い
る
と
は
夙

に
諸
家

の
指
摘

す

る
と

こ
ろ

で
あ

る
が
、

同
時

代

の
幼

少
読
者

の
眼

に
も
そ

れ
は
、

「
魔
法

使

ひ
」
の
「
印
度

人

の
婆

さ

ん
」

の
登
場

す

る
に

ふ
さ
わ

し

い
、

エ
キ
ゾ

チ

シ
ズ

ム
溢

れ
た

場

と
し

て
映

っ

た

こ
と

で
あ

ろ
う
。

 

『赤

い
鳥
』
を
読

む
彼
/

彼
女

ら

に
と

っ
て
、

当
時

こ

の
隣
国

の

一
都
市

が

い
か

に
珍

し

い
も

の
で
あ

っ
た

か
は
、

同
誌

大
正

九
年

一
月

号

の

「模

範

綴
方

」

(読

者
投

稿
)
欄

に
、
「
上
海

」

(埼

玉
県
師

範
学

校
附

属

小
学
校

高
等

一
年
 

帆
足

信
子

)

と
題
し

た
、

単

に
そ

の
地

の
事

物

の
幾

つ
か
と

そ

れ

に
対
応

す

る
現
地
語

を

列
記

し
た

だ
け

の
文
章

が
、
「
お
話

が
珍

ら

し

い
の
で
」

(鈴

木

三
重
吉

選
評

)
と

い
う

た
だ

そ
れ
だ

け

の
理
由

で
採

ら

れ

て

い
る

こ
と
か

ら
も
窺

わ
れ

る
。
当

時

の
上
海

は

「
英

・
米

・
日

の
共

同

租
界

と

フ
ラ

ン
ス
租

界

が
あ

る
国

際
色
豊

か
な
半
植

民
地

都
市

」
で
あ

り
、

人
種

が
交
錯

し
、
不
思
議

な
物

語
が

そ

の

一
隅

に
展

開

す
る
舞

台

と
し

て
、

そ

の
地

の
イ

メ
ー
ジ
が

利
用

さ

れ
た

の
で
あ

ろ
う
。

尚
、

芥

川
が
実

際

に

中
国

大
陸

に
渡

り
、
初

め

て
上
海

の
土

を
踏

む

の
は

「
ア
グ

ニ
の
神

」

発

表

の
直
後

、
大

正
十
年

三
月

下
旬

の
こ
と

で
あ
り

、
制
作

段

階

で
は
彼

に

は
直

接

の
見
聞
体

験

は
な

い
。
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二

 

 
物
語

は

そ
ん

な
上
海

の

「
昼

で
も
薄

暗

い
或
家

の
二
階

」
に
、

「
人
相

の

悪

い
印

度

人

の
婆

さ

ん
」
を

「
商

人
ら

し

い

一
人

の
亜
米

利
加

人
」
が

訪

ね

る
場

面

か
ら
始

ま

る
。
舞

台

の
事

を

含

め
、
余

り

に
も
象
徴

・
記
号

的

な
人
物

造

型
は
、

こ
の
作

品

の

「
お
伽

噺
」

と
し

て

の
イ

メ
ー
ジ
戦
略

を

よ
く

示
し

て

い
る
。

 

『赤

い
鳥

』
誌

上

に
以
前

に
掲
載

さ
れ
た
作

品

を
見

る
と
、

「
印
度
」

も

し
く

は

「印

度
人

」

と

い
う

表
象

は
、
魔

法
等

の
不
思
議

と
結

び
付

い
て

作
中

に
登

場
す

る
こ

と
が
多

か

っ
た

よ
う

で
あ

る
。
芥

川
作
品

に
限

っ
て

も
、
例

え
ば

「
魔

術
」

(大

正
九
年

一
月

号

)

で
は
、
「
ハ
ッ
サ

ン

・
カ

ン

と

い
ふ
名
高

い
婆

羅
門

の
秘

法

を
学
ん

だ
、
年

の
若

い
魔

術

の
大
家
」

と

し

て

「
印
度

人

マ
テ

イ
ラ

ム

・
ミ

ス
ラ
」

君
が
登

場
す

る
し
、

「
杜

子
春
」

(同

七
月

号
)
で
は
、
(そ

れ
は
物

語
中

の
点

景

に
過
ぎ

な

い
の
だ
が

)
「
刀

を
呑

ん

で
見
せ

る
、

天
竺

か
ら
来

た
魔

法
使

」

と

い
う

の
が
描

き
出

さ
れ

て

い
る
。

 
従

っ
て
、
「
印
度

人
」

の

「
魔

法
使

ひ
」
と

い
う

も

の
は
、
宛

も
俳

譜
的

付
合

の
如

く
、
読

者

に
イ

メ
ー

ジ
さ

れ
や

す

い
も

の
で
あ

っ
た
と
思

わ

れ

る
。

但
し

、

こ
こ
で

は
そ

れ
は

人
捜

い
の
、

悪

い

「
魔
法

使

ひ
」
で
あ

る
。

そ

の
人
相

の
悪

さ

に
加

え
、

露

骨

に
金

銭
欲

を

示
す
な

ど
、

「婆

さ
ん
」
は

冒
頭

か
ら

見

る
か
ら

に
悪
役

と

し

て
の
印
象

を
付

与

さ
れ

て

い
た
。

 
更

に
、

こ

の
作

品

の
童
話

と

し

て
の
性
質

を

一
方

に
考
え

る
と

き
、
子

供

に
と

っ
て
最
大

の
敵

は

子
供

を
虐
待

す

る
も

の
で
あ

っ
た

と
言

え
る
だ

ろ
う
。
第

一
章

で

「
亜

米
利

加
人

」
が
帰

っ
た
後
、

「
婆

さ
ん
」
が

そ

れ
ま

で

の
卑
屈

な
態
度

か
ら

一
転

、

恵
蓮

(後

、
妙

子
と
判

明
)

に
対

し

て
示

す
高

圧
的

な
態

度

や
、
「
又

お
前

が

こ

の
間

の
や

う

に
、
私

に
世

話
ば

か
り

焼

か
せ

る
と
、

今
度

こ
そ
お
前

の
命

は
な

い
よ
。
」
「
ま

だ
お
前

は
痛

い
目

に
会

ひ
足
り

な

い
ん
だ

ら
う
。
」
等

の
台
詞

か
ら
、

虐
待

が
日

常
的

に
行

わ

れ

て

い
る

こ
と
も
暗

に
示
さ

れ

て

い
る
。

〈
怪
異

〉
を
描

く

こ
と

に
主
眼

が

あ

っ
た

と
は

言
え

、

}
方

に
恋

愛
課

と

し

て
の
性

質
を
保

っ
て

い
た

「妖

婆

」

に
於

て
、

や

は

り
妖

術
使

い
で
あ

る

「
お
島

婆

さ
ん
」

が
物

語
展

開

の
上

で
、
そ

の
恋

路
を
妨

げ

る

こ
と

に
よ

っ
て
主
人
公

「
新

蔵
」

ら

の
敵

役

と
し

て
立

ち
現

れ
、

し

か
も
徐

々

に
そ

の
強
度

を
増

し

て
く

る

の
に
対

し

て
、

「
ア
グ

ニ
の
神
」
で
は
初

め

か
ら

「
婆

さ
ん
」
以

下
各

登
場

人
物

の

役
割

は
明
瞭

で
、

そ

こ
か
ら

(あ

る
程
度

)
予
期

さ

れ
る
方

向

へ
と
話

が

進
行

す

る
と
考

え

ら

れ
る
。

 

そ

の
意

味

で

は
、
前
述

(
冒
頭
登

場

)

の

「
亜
米
利

加
人

」

に
関

し
て

も

同
様

の
こ
と
が

言

え
る
。

彼
が

「
婆

さ
ん
」

を
訪

ね
た

の
は
占

い
を
依

頼

す

る
た

め
だ
が

、

そ

の
内

容

は

「
日

米
戦
争

は

い

つ
あ

る

か
」

と

い
う

も

の
で
あ

る
。

こ

の
言

い
方

に
は
、
戦
争

の
勃

発
が

既

に
前

提
化

さ

れ

て

い
る

こ
と

に
注
意

し

た

い
。

当
時

の
国

際
的
状

況

と

い
う

の
は

、
概

ね
次

の
よ

う
な
も

の

で
あ

っ
た
。

 
 

 

第

一
次
世

界
大

戦
後

、

日
本

は
外
交
的

に
は
孤

立

と

い

っ
て

い
い

 
 

状

況

に
あ

っ
た
。

第

一
に
、

ド
イ

ツ

の
敗

戦

と

ロ
シ
ア
革
命

に
よ

っ

 
 

て
、
極

東

に

お
け
る
列

強

の
勢
力

バ

ラ

ン
ス
は
大

き
く

変

化

し
、
実

 
 

質

的

に
強
力

な

影
響
力

を
発

揮
し

う

る
大

国

は
米

・
英

・
日

の
三
国

 
 

の

み
と
な

っ
て

い
た
。

そ

の
中

で
、
中

国
問
題

に
お
け

る
対
立

や
、

 
 

排

日
移

民
法

問
題

な

ど

で
日
米
関

係

は
安

定
を
欠

い
て

い
た

し
、
日

 
 

露
戦
争

前

か

ら
日
本

外
交

の
基
幹

で
あ

っ
た

日
英
同

盟

は
す

で

に
そ

 
 

の
効
力

が

疑

わ
れ

る
よ
う

な
存
在

で
し
か
な

か

っ
た
。

し
か

も
中
国
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と

の
関

係

は
、
第

一
次

大
戦
中

か
ら

の
懸

案
が

な
ん

ら
解

決

さ
れ

て

 

 

お
ら
ず

、

シ

ベ
リ

ア
撤

兵
問
題

を
中

心

と
す

る
日
ソ
関

係
は
、

改
善

 

 

の
兆

し
が

な

か

っ
た
。

 

恐

ら
く

こ

の
よ
う

な
状
況

を
背

景

に
、
大
正

期

に
は
実
在

の
国
家

間

に

於

け

る
近
未

来

の
戦
争

を
描

く
所

謂

「
未
来
戦

」
物

が
多

く
現

れ
た
。

と

り
わ

け
大

正

か
ら
昭
和

初
期

に
か
け

て
、
日
本

で
最

も
多

く
書

か
れ
た

の

は
、

日
本

と

ア
メ
リ

カ
と

の
未
来

戦

(日
米
未

来
戦

)
で
あ

っ
た

と

い
う

。

こ
れ

が
や

が

て
児

童
文

学

の
世
界

に
も

入

っ
て
く

る
。
そ

の
分
野

で

の
最

初

の
纏

っ
た
作
品

が
宮
崎

一
雨

の

「
日

米
未
来

戦
」

で
、

こ
れ
が
大

正
十

一
年

一
月

か
ら
翌

年

二
月

ま
で

『少

年

倶
楽
部

』

に
連

載

さ
れ

た
も

の
だ

か
ら

(大
正
十

二
年

八
月

に
大

日
本

雄
弁

会

か
ら
刊
行

)
、

「
ア
グ

ニ
の
神

」

は
そ

れ
よ

り
丸

一
年
も

早

い
と

い
う

こ
と

に
な

る
。

こ

の
件

に
対

す
る
芥

川

の
関

心

の
高

さ
を
物

語

っ
て

い
よ
う

。

 

芥

川
は
大

正
十

年

二

・三

月

『新

潮
』

に
、

「
点
心

」

と
表

題

し
て
断

片

的

な

文
章

を
載

せ

て
い
る
。

そ

の
う

ち
の

一
つ
に

「
日
米
関

係
」
が
あ

る
。

こ

れ
は
そ

の
冒
頭

に

「
日
米

関
係

と
云

つ
た
所

が
、

外
交
問

題

を
論
ず

る

の
で
は
な

い
。
」
と
断

っ
て

い
る
通

り
、
文

芸
上

の

「
日

米
関
係

」
に
関

す

る
言

及
な

の

で
あ

る

が
、

こ

の
言

い
方

自
体
、

明

ら
か

に
時

局

が
意
識

さ

れ
た

も

の
で
あ

る
こ

と
は
間

違

い
な

い
。
勿
論

、

こ
れ

の
み

で
彼

が
そ

れ

に
対

し
ど

の
よ

う
な
見

解

を
も

っ
て

い
た

か
を
窺

い
知

る
こ
と

は
到
底

で

き
な

い
が

、
「
ア
グ

ニ
の
神

」
の
冒

頭

か
ら

は
、

あ

る

い
は
芥

川

の
眼

に
は

将
来
の
戦
争
1

そ
れ
が
い
つ
、
ど
の
程
度
の
規
模
の
も
の
か
と
い
う
こ

と

は
問
わ
ず

 

 
が
映

っ
て

い
た

の
か
も
し

れ
な

い
、
そ

ん
な
推

測
が
成

り
立

つ
。

そ
し

て

ひ
と
た
び

戦
争

と

な
れ
ば

、
当

然
そ

れ
を
利

用
し

て
金

儲

け
を
企

て

る
者

(
た

ち
)
が
践

雇

す
る

こ
と
、

こ
ち

ら
は
芥

川

の
脳

中

に
明

瞭

に
像
を

結

ん
で

い
た
。

「
ア
グ

ニ
の
神

」

の

「
亜
米

利
加

人

」

は
、

そ

の
よ
う

な

「
狡
猜

さ
う

な
」
商

人

(
の

一
人
)

と
し

て
、
強

く
印

象

づ

け

ら
れ

る
も

の
と

な

っ
て

い
る
。

 

「妖

婆

」

で
は
、

ヒ

ロ
イ

ン

「
お
敏

」

に
横

恋
慕

す

る
相

場

師

「
鍵
惣

」

に
そ

の
役

が
振

ら

れ

て

い
た
。

「
ア
グ

ニ
の
神

」

へ
の

「
改
鋳

」
で
は
色

恋

の
テ
ー

マ
が
消

さ

れ
た

た
め
、

そ

の
存

在

は
物
語
全

体

に
係

わ

る
も

の
で

は

な
く

な

っ
て
、

「
亜
米
利

加

人
」
の
商

人

は
作
品

冒
頭

に
登

場

す
る

の
み

と

な

っ
て

い
る
が
、

そ

の
分
逆

に
時
局

を
見

る

に
敏

い
、

金

欲

の
権

化

と

し

て

の
性

格

が
よ

く
出

て

い
る
。
彼

は
占

い
を
依
頼

す

る

こ
と

で
物

語

の

幕

を
開

け
、
同

時

に

「
婆

さ

ん
」

の
欲

深

さ
を
照

ら
し
出

す

鏡

と
し

て
も

機
能

し

て

い
る
。
彼

は
手

付

け
と
し

て

「
三
百
弗

の
小
切

手

」
を
無

造

作

に
与

え
、

更

に

「
も
し

お
婆

さ
ん

の
占

ひ
が

当

れ
ば

、

そ

の
時

は
別

に
御

礼

を
す

る
」
と
し

て

「
婆

さ
ん

」
を
喜
ば

せ
て

い
る
が
、

こ

こ
で
言

う

「
そ

の
時

」
と
は

(「
婆

さ
ん

」
の
占

い
に
よ

る
予
言
通

り
)
戦
争

が
始

ま

っ
た

正

に
そ

の
時

、

の
意

で
あ

り

、
日
米
開

戦

の
前
提

は
ま

す
ま

す
強

化

さ
れ

て

い
る
。

 

そ
し

て
そ

の
占

い
の
結

果

を
聞
き

に
翌

日
又

や

っ
て
来

る
、

と
冒
頭

で

約
束

が

で
き

た

こ
と

か
ら
、

こ

の
作

品

は
こ

こ
に
、

そ
の
後

の
急

転
直

下

の
展
開

を
必
然

づ

け
た

こ
と

と
な

る
。

な
ぜ

な

ら
、
依
頼

さ

れ

た
占

い
が

順
当
に
行
わ
れ
、
そ
の
結
果
-

日
米
開
戦
の
年
月
日
が
作
中
に
明
示
さ

れ

る

こ
と
は

、
ま

さ

か
に
考

え
難

い
か
ら

だ

(
そ

の
場
合

、

そ
れ

こ
そ

「
未

来

戦
」

的
な

志
向

だ
が

、

こ
の
作
品

は

そ

の
よ

う
な
方

向
性

を
意

図

し

て

は

い
な

い
)
。

「
妖
婆

」

で
も

、

お
島

に
よ

る
神

下
し
が

再
び

行

わ
れ

る
ま

で
と

い
う

タ
イ

ム

・
リ
ミ

ッ
ト
が
設

定

さ
れ

て

い
る

の
だ
が

、

こ

ち
ら

で

は
そ

こ

に
数

日
間

の
猶

予
が

あ

る
こ
と

も
あ

っ
て
、

そ

の
間

の
お
島
対

新

一4一



蔵
側
の
攻
防
 
 
具
体
的
に
は
主
と
し
て
新
蔵
の
友
人
「泰
さ
ん
」
に
よ
っ

て
劃
さ
れ
る
策
略
と
そ
れ
を
監
視

・
妨
碍
す
る
お
島
の
妖
術
、
す
な
わ
ち

〈怪
異
〉
的
現
象
の
数
々
1

が
作
品
の
叙
述
の
中
心
に
な
っ
て
い
る
。

 
他

方

「
ア
グ

ニ
の
神

」

で
は
、
既

述

の
通
り

依
頼

を
受

け

て
そ

の
日

の

夜

に
占

い
が
行

わ
れ

る
こ

と

に
な

っ
て

お
り
、

時
間

的
切

迫

か
ら

よ
り

ス

ピ

ー
デ

ィ
ー

に
話

が
運

ぶ
。

そ

の
際

、
先

の

「
亜
米
利

加

人
」

に
替

わ

っ

て
物

語

を
推
進

す
る
機

能
、

謂

わ
ば

狂
言

回

し
と

し
て
、

大

き
な
役
割

を

担

う

の
が

「
香

港

の
日
本
領
事

」

即
ち
妙

子

の
父

の
も
と

に
働

く
書
生

の

遠
藤

で
あ
る
。

第

二
章

か
ら

三
章
、

そ

し

て
五

章
末

か
ら

六
章

に
か
け

て

は
、

こ
の
遠
藤

の
行
為

や
心
中

が
叙

述

の
中

心

と
な

り
、

し

か
も
そ

の
際

彼

に
は
探
偵

的
役
割

が
振

ら

れ
、

そ

の
よ
う

に
作

中

に
特
徴

づ

け
ら

れ

る

こ
と
と

な
る
。

こ
れ

は
、
彼

が
警
察

の
情

報
を

利
用

し
な

が
ら

(
二
章

に

「
香
港

の
警
察

署

の
調

べ
た

所
ぢ

や
、
御

嬢

さ
ん
を
撲

つ
た

の
は
、

印
度

人

ら
し

い
と

い
ふ

こ
と
だ

つ
た
が
、
」
と

い
う
彼

の
台

詞

が
あ

る
)
し
か
も

組

織
と

し

て
の
そ
れ
を

信
用

せ
ず

、
自

ら

の
手

で
妙

子
奪

還
を

図

る

(
三

章

に

「折

角
御

嬢
さ

ん

の
在

り

か
を

つ
き
と

め
な

が
ら
、

と

り
戻

す

こ
と

が
出

来

な

い
の
は
残
念

だ
な
。

一
そ
警
察

へ
訴

へ
よ
う

か
?
 

い
や
、

い

や
、
支

那

の
警
察

が
手

ぬ

る

い
こ
と
は
、

香
港

で
も
う
懲

り
懲

り

し
て

ゐ

る
、
」
と

あ
る
)
あ
た

り
や
、
探

索

に
あ

た

っ
て
常

に
ピ

ス
ト

ル
を
携

行
し

て

い
る

ら
し

い

(彼

は
街

で
た

ま
た
ま
妙

子

を
見

つ
け
だ

し

て
、

そ

の
ま

ま
そ

の
家

に
乗

り
込

ん
で

「婆

さ
ん
」

と
対
峙

し

た
。
従

っ
て
、
銃

は
そ

の
た
め

に
特

に
用
意

し
た

の
で

は
な
く
、

妙

子
を
探

す
間

、
常

に
持

ち
歩

い
て

い
た
と
推
察

さ

れ
る
)

こ

と
な
ど

か
ら

(イ

メ
ー
ジ

的

に
も
)

明
ら

か
だ

ろ
う
。

三

 

 

但

し
、

こ
こ

で
注

意

し

て
お
き
た

い
の
は
、

作
中

で
最
終

的

に
事

件
を

解

決

し
、
物

語
を
終

結

へ
と
導

い
た

の
が

(直
接

に
は
)
探

偵

と
し

て

の

遠

藤

で
は

な
か

っ
た
と

い
う
点

で
あ

る
。
確

か

に
彼

の
存
在

と
言

動

は
、

こ

の
物

語
を
進

め
る
主
要

な
柱

(
の

一
つ
)

で
は
あ

っ
た

が
、
既

述

の
如

く
そ

の
登
場

よ

り
以
前
、

第

一
章

の

「
亜

米
利
加

人
」

の
存

在

に
よ

っ
て

物

語

の
方
向

性

は
夙

に
大

き
く
規

定

さ

れ
て

い
た

こ
と
を

見
逃

し

て
は
な

ら
な

い
。
実

際
、
遠

藤

は

「
婆

さ

ん
」

の
魔

法

の
力

の
前

に
な

す
術

を
知

ら
な

い
。
直

接
対
決

に
於

て
、

彼

の
ピ

ス
ト

ル
は

「
婆

さ

ん
」

の
念

力

の

前

に
無

力

で
あ

っ
た
。
謀

略

に
関

し

て

も
、
例

え
ば

「
妖
婆

」

で

は
、

や

は
り
探

偵
的

な
位
置

に
立

つ
泰

さ
ん

が
策

を
考

え
出

し
、

そ
れ

を
懸

坐

に

さ
れ

る

お
敏

に
授

け
た

の

に
比

し

て
、

こ
ち
ら

で

は
妙

子
自

ら

が
考

え

た

も

の
を
遠
藤

に
通
知

す

る
、

と

い
う

こ
と

に
な

っ
て

い
る
。

彼

は
唯

事
態

の
成

り
行

き
を
見
守

る

し

か
な

い
。

 

先

に

こ
の

〈
物
語

〉

を
推
進

す

る

〈
筋

〉

の

一
つ
と
し

て
、

遠
藤

を
中

心
と

す

る
そ
れ
が

あ
る

と
述

べ
た
が

、
実

は
話

が
進
行

す

る
場

と
し

て
あ

る

の
は
主

と
し

て

「
婆

さ
ん
」

の
室

内

に
於

け
る
も

う

一
つ
の

〈
筋

〉

の

方

で
あ
り
、

遠
藤

の
方

は
専

ら
そ

れ
を
跡

付

け
、
事
態

を
確

認

す

る
側

へ

と
回

っ
て

い
る
。

 

そ

の

こ
と
が
最

も
端
的

に
表

れ

て

い
る

の
が

、
第

五
章

か

ら
六
章

に
か

け

て
、

こ

の
物
語

最
大

の
山
場

で
あ

る
、

ア
グ

ニ
の
神

が

懸
依

し

た
妙

子

を

「婆

さ
ん
」

が
そ
れ

と
知

ら
ず

し

て

(狂
言

と
思

っ
て
)
殺

そ
う

と

す

る
場

面

以
下

の
部
分

で
あ

る
。
そ

れ

ま
で
部

屋

の
入

口
の
戸

の
鍵
穴

か
ら

中

の
様

子
を
窺

っ
て

い
た
遠

藤

(尤

も

、
直
接

視
界

に
入

る

の
は

そ

の

一

一5一



部

分

の
み

で
あ

る
)

は
、

妙

子

の
危
機

に
錠

の
掛

か

っ
た
戸
を

破

っ
て
中

に
入

ろ
う

と
す

る
も

の
の
、

な

か
な
か
そ

れ
が
出

来
な

い
。
彼

が
漸

く
室

内

へ
と
駆

け
込

ん
だ

の
は
第

六
章

冒
頭
、

「部

屋

の
中

か
ら
」

「
誰

か

の
わ

つ
と
叫

ぶ
声

が
、
突

然
暗

や

み

に
響

き
」
「
そ

れ
か
ら

人
が
床

の
上

へ
、
倒

れ

る
音

も
聞

え
」

て
後

の
こ
と

で
あ
る
。

こ
れ

よ
り
先

、
五
章

末

で
語

り

手

は
、
「
婆

さ
ん

は
ナ

イ

フ
を
振

り

上
げ

ま
し
た
。
も
う

一
分
間

遅

れ

て
も

、

妙
子

の
命

は
な
く

な
り

ま
す

。
」
と

、
弥

が
上

に
も

そ

の
危

機
感

を

煽
り
立

て

て

い
た

の
だ

が
、

そ
の
意
味

で
は

(結

果
は
別

に
し
て
)
遠

藤

は
確

か

に

「遅

れ

て
」

い
た

こ
と

に
な

る
。

 

こ
れ
と
同

様

の
構
図

が
、
第

一
章

か
ら

二
章

に
か
け

て
既

に
見

ら
れ

る
。

一
章

も
五
章

と
同

じ
く
、

自

分

の
話

を
聴

か
ず
窓

か
ら
往
来

を
眺

め

て

い

た
恵
蓮

(妙

子
)

に
怒

っ
た

「
婆

さ
ん
」

が

「
そ
こ

に
あ

つ
た
箒

を

ふ
り

上
げ

」
る
場

面

で
終

わ

っ
て

い
る
。

次

の
第

二
章

に
か
け

て
は
、
室

内

の

視
点

か
ら
外

部

の
描
写

へ
と
場
面

の
転
換

が
あ

り
、

そ

の
接

続

は

「
そ

の

日

の
か
れ

こ
れ
同

じ
時
刻

に
、

こ
の
家

の
外
を

通
り

か
か

つ
た
、
年

の
若

い

一
人

の
日
本
人

が
あ

り

ま
す
。
」
と

い
う

一
文

を
も

っ
て
な

さ

れ

て

い
る

の
だ

が
、

こ

こ
で

の
先
後

関

係

は
極

め
て
微
妙

で
あ

る
。
第

一
章

の
末

尾

で
は
、
「
婆

さ

ん
」
が
怒

っ
て
将

に
打

た
ん

と
し

た

「
丁
度

そ

の
途

端

」
に

「
誰

か
」

が
訪

れ
た

こ
と

に
な

っ
て

い
て
、

こ

の

一
聯

の
顛

末

に
そ

れ
ほ

ど
多

く

の
時

間
的

経
過

は
想

定

し
得
な

い
の
に
対

し
、

一
方

の
第

二
章

で

は
、
遠
藤
が

「二
階
の
窓
か
ら
顔
を
出
し
た
支
那
人
の
女
の
子
」
1

す

な

わ
ち
妙

子
を
偶

然
見

つ
け
て

か
ら
、
「
し
ば

ら
く

は
呆
気

に
と

ら
れ

た
や

う

に
、
ぼ

ん
や

り
立

ち
す

く
ん

で
」

い
た
後
、

通
り

か

か

っ
た
車

夫

と
会

話

し
た

そ

の
上

で
、

又

「何

か
考

へ
」

こ
み
、

そ

れ
か
ら
漸

く

そ

の
家

へ

と
入

っ
て
ゆ

く
。
そ

し

て
彼

は
二
階

の
入
り

口

へ
と
上

が
る
途

中

で

「
婆

さ
ん

の
罵

る
声

に
交

つ
た
、

支
那
人

の
女

の
子
の
泣

き
声

」

を
聞

い
て

い

る
。

こ
れ
は
折

橿
が
開

始

さ
れ
よ

う
と

し
た
正

し
く

そ

の
瞬
間

に
駆
け

つ

け

た
と

い
う
、

前
章

末

の

「
誰

か
」

の
記
述

と
は
明

ら

か

に
異
な

っ
て

い

る
。

 
時

間

的
な
流

れ

を
重
視

す

る
な
ら
ば

、

こ
こ

に
は
遠
藤

以

外

の
「
誰

か
」

が
、

彼

よ
り

一
足
先

に
来

て

い
た
、

と

い
う

こ
と

に
な

る
。

勿
論

、
物

語

世
界

の
現
実

か
ら

は
そ

の
よ
う

な
こ
と

は
考

え
難

い
の
だ

が

、

い
ず

れ

に

せ

よ

「
泣
き
声

」

を
聞

い
た
遠
藤

は
、

そ

の
意

味

で
彼
女

を
救

う

べ
く

一

瞬
間

遅

れ
た

と
言

え
る
。

こ

の
構

図

は
、
先

に
述

べ
た
第

五

章

か
ら
第

六

章

に
か
け

て
、

妙

子

の
生
命

が
危

機

に
曝

さ
れ
る
場

面

の

ア
ナ

ロ
ジ

ー

で

あ

る
。
そ

こ
で
も
ぎ

り
ぎ

り

の
と

こ
ろ
で
遠
藤

は
間

に
合

わ
ず

、
「
ア
グ

ニ

の
神

」
に
よ

っ
て
救

わ
れ

た
妙

子
を
、
彼

は
保

護

す
る

に
過

ぎ

な

い
の
だ
。

作
中

の
事
態

の
決
定

的
な

瞬
間

に
、
彼

は

い

つ
も
疎

外

さ
れ

て

い
る
。
従

っ

て
、
例

え
ば

「
妙

子
を
救

い
出

そ
う

と
す

る
青
年

遠
藤

の
善

の
行

為

は
、

悪
態

を

働

い
た
老

婆

の
死
を
持

っ
て
報

わ

れ
る
結

果

と
な
り

(略

)

人
間

に

お
け
る
善

行

の
尊

さ
も
浮

き
彫
り

に
し

て

い
る
」

と

い

っ
た

具
合

に
、

遠

藤

の
行
為

に
過

剰
な
意

味

を
見
出

し
、

そ
れ
を

結
末

部

と
結
び

付

け

て

こ

の

「
ア
グ

ニ
の
神
」
を
結
論

づ

け
る

よ
う

な
や
り
方

は
、

童

話
的

(テ

ー

マ
探
求

型

の
)
解

釈

と
し

て
は
ま

っ
と
う

か
も
知

れ

な

い
が
、
作

品

を
十

全

に
読

み
解

い
た
も

の
と
は
言

え
な

い
だ

ろ
う
。

四

 
従
来

こ
の
作
品

の
結
末

に
関

し

て
は
、

他

に

「
父

を
慕

う
妙

子

の
思

い

が
通

じ

た
」
あ

る

い
は

「
婆

さ
ん

の
悪
行

に
報

い
が

来
た

」
等

の
意

味
付

け
が

な

さ
れ

て
き
た

。
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前
者

に
関

し

て
は
第

四
章
、

以
下

に
引

用
す

る
彼
女

の
祈
薦

の
文

句

に

そ
れ

が
よ

く
表

れ

て
い
よ
う
。

 
 
 

「
日
本

の
神

々
様
、
ど
う

か
私

が
睡

ら

な

い
や

う

に
、
御

守

り
な

す

 
 

つ
て
下

さ

い
ま

し
。

そ

の
代

り
私

は
も
う

一
度
、

た

と
ひ

一
目

で
も

 
 

お
父

さ
ん

の
御
顔

を
見

る

こ
と
が
出

来
た

な
ら
、

す
ぐ

に
死

ん

で
も

 
 

よ

ろ
し
う
ご

ざ

い
ま
す

。

日
本

の
神

々
様
、

ど

う

か
お
婆

さ
ん
を

欺

 
 

せ

る
や
う

に
、

御
力
を

御
貸

し
下

さ

い
ま
し
。
」

 
だ

が
し

か
し
、
こ
こ
で

は
特

に
傍

線
部

の
よ
う

な
妙

子
自
身

の
願

い
が
、

直
接

に
は
叶
え

ら
れ

て
は

い
な

い
こ
と

に
留
意

せ
ね
ば

な

ら
な

い
。
本

文

か

ら
は
、
彼

女

が
頼

っ
た

「
日
本

の
神

々
」

が
、
そ

の
祈
り

を
聞

き
届

け

た
様

子

は
読

み
取
れ
ず

、
代

わ

っ
て

(結

果
的

に
)
彼

女
を
救

っ
た

の
は
、

彼
女

に
と

っ
て
ど

こ
か
異
な

も

の
と
し

て

の

「
『
ア
グ

一こ

ト
イ

フ
印
度

ノ

神

」

(第

三
章
、

妙

子
が
遠
藤

に
宛

て
た
手
紙

よ
り
)
な

の
で
あ

っ
た
。

こ

こ
か
ら
、

先

に
挙
げ

た
も

う

一
つ
、
婆

さ
ん

の
悪
行

へ
の
報

い
ー

そ
れ

が

ア
グ

ニ
の
怒

り

に
触

れ
た
と

い
う
解
釈

は

一
応
尤

も

と
言

え

る
が
、

そ

れ

に
し

て
も
、

で

は
な
ぜ
、

「
五

十
年
来

」

(
一
度

も
占

い
が
外

れ
た

こ
と

が

な

い
、

と

い
う

こ
と

か
ら
)
悪

事
を
続

け

て
来
た

「
婆

さ
ん

」
を

こ

の

時

に
至

っ
て
ア
グ

ニ
は
滅

ぼ
さ

ね
ば

な
ら
な

か

っ
た

の
か
、
あ

る

い
は
滅

ぼ

す
気

に
な

っ
た

の
か
が
、

当
然

疑
問

と
し

て
残

る
は
ず

だ
が
、

こ
の
点

に
答
え

た
論

は
嘗

て
見
う

け
ら

れ
な

い
。
そ

こ
で
本
論

で
は

こ
れ

に
関

し
、

二

つ
の
要

因
を

こ
こ

に
掲
げ

る
。

 

そ

の

一
つ
は

「
妙

子
が
自

ら
行

動
を
起

こ
し
た
」

か

ら
で
あ

り
、

も
う

一
点
が

「
遠
藤

の
登

場

に
よ
り

、
親
許

へ
の
保
護

の
目
処

が

つ
い
た
」

こ

と

に
あ

る
。

し

か
も

こ
れ
ら

は
互

い
に
絡

み
合

っ
て

い
る
と

こ
ろ

が
大

き

な
ポ

イ

ン
ト

と
な

る
。

す
な

わ
ち
、
作

中

の
現
実

と
し

て
、
仮

に

「
婆

さ

ん
」

の
手

か
ら
妙

子
が
自

力

で
逃

れ
得

た

と
し

て
も
、
異

郷

で
あ

る
上
海

の
地

で
子

ど

も

で
あ

る
彼

女

が

}
人

で
生

き

て
ゆ
く

こ
と

は
不

可

能

で

あ

っ
た
で
あ

ろ
う
。

そ

の
意
味

で
、
妙

子

の
発
見

か
ら
保

護

(但

し

「
救

出

」
は
含

ま
な

い
)
へ
と
至

る
遠

藤

の
尽
力

 

 
彼

の
側

か

ら
す

る

〈
筋
〉

は
、

こ

の

〈物

語

〉

に
と

っ
て
不
可
欠

で
あ

っ
た

わ
け

で
あ

る
。

一
方

、

そ
れ

に
呼
応

し

て

(遠
藤

の
存
在

を
前

提

に
し

て
)
妙

子
自

ら

が
手
立

て

を
考

え
、
積

極
的

に
彼

に
働

き
か
け

た

こ
と

(具

体
的

に

は
手
紙

で

「
明

日

ノ
朝

モ
ウ

一
度

、
オ
婆

サ

ン
ノ
所

へ
来

テ
下

サ

イ
。
」
と
依
頼

し

た

こ
と
)

が
、

(そ

の
思
惑
自

体

は
外
れ

る
も

の

の
)
結

果
的

に
ア
グ

ニ
の
神

を
動

か

し
、
急

転
直

下

の
結

末

を
導

く
と

こ
ろ
と

な

る
。

こ
う
考

え

れ
ば

、
室

内

を
舞
台

と

す
る
も

う

一
つ
の

〈筋

〉

は
妙

子

の
も

の
で
も
あ

っ
た
と
言

え

よ
う
。

 

以

上

の
こ
と

は
、
最
終

第

六
章
、

二

つ
の

〈
筋
〉
が
合

一
し
て

〈
物

語
〉

が
完
結

す

る
部
分

で
、

語
り
手

が
次

の
よ

う

に
告

げ

る

こ
と

か
ら
明

ら

か

で
あ

る
。

 

 
 

妙

子

は
遠

藤
を

見
上
げ

な
が

ら
、

美

し

い
眉

を

ひ
そ
め

ま

し
た
。

 

 
 

「
私

、

ち

つ
と
も

知

ら
な

か

つ
た

わ
。

お
婆

さ
ん

は

遠
藤

さ

ん
が

 

 
ー

あ

な
た
が
殺

し

て
し
ま

つ
た

の
?
」

 

 
 

遠

藤

は
婆

さ

ん

の
屍
骸

か
ら
、
妙

子

の
顔

へ
眼
を

や
り

ま

し
た
。

 
 
今
夜
の
計
略
が
失
敗
し
た
こ
と
が
、
ー

そ
の
為
に
婆
さ
ん
も
死
ん

 
 
で
し
ま
へ
ば
、
妙
子
も
無
事
に
取
り
返
せ
た
こ
と
が
、
1

運
命
の

 

 

力

の
不
思
議

な

こ
と
が

、
や

つ
と
遠

藤

に
も

わ
か

つ
た

の
は
、

こ
の

 

 

瞬
間

だ

つ
た

の
で
す
。

 

 
 

「
私
が
殺

し

た

の
ち

や
あ

り
ま

せ
ん
。
あ

の
婆

さ

ん
を
殺

し

た

の
は

 

 

今
夜

こ

〉

へ
来

た

ア
グ

ニ
の
神

で
す
。
」
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遠
藤

は
妙

子
を
抱

へ
た
儘
、

お
ご

そ

か

に
か
う
囁

き
ま

し
た
。

 

こ

こ
で
は
計
略

の
失
敗

こ
そ
が
、
「
婆

さ

ん
も
死

ん

で
し
ま

へ
ば

、
妙

子

も
無

事

に
取
り

返
せ

た
こ

と
」

の
要

因

で
あ

る
と

さ
れ
、

そ

れ
が

「運

命

の
力

の
不
思
議

」
と
言

い
換

え
ら

れ

て
い
る
。

だ

が
振

り

返

っ
て
み

れ
ば
、

計

略

の
失

敗
は

既

に
語

り
手

に
よ

っ
て
、
物
語

の
進

行
時

点

で
明
ら

か

に

さ
れ

て

い
た

こ
と

で
は
な

か

っ
た
か
。

そ

の
部

分

、
即

ち
ア
グ

ニ
の
神

と

「婆

さ
ん
」
が

直
接
対

峙
す

る
第

五
章

に
は

「
妙

子
が
実

際
睡

つ
て
ゐ
る

こ
と
は
、

勿
論
遠

藤

に
は

わ
か

り
ま
せ

ん
。
」
と
あ

る
。
先

の
引

用

で
言

わ

れ
て

い
る

「
運
命

の
力
」
云

々
は
、

(直

接

に
は
)
遠

藤

に

の
み
新
た

な
事

実

な

の
で
あ

っ
て
、

そ
れ
ま

で
語

り
手

と
共

に
あ

っ
た
読

者

に
と

っ
て
は

今

更

の
説

明

に
過

ぎ

な

い
の
だ
。

そ

の
意

味

で
は

「
や

つ
と
」
そ

れ
が

「
わ

か

つ
た
」
遠

藤

が
、

に
も
拘

ら
ず

「
お
ご

そ

か

に
」

最
後

の
宣
言

を
行

う

の
は
、

や
や
滑
稽

に
も

見
え

よ
う
。

 

し

か
し
、
彼

の

こ
の
台
詞

は
、

眠
り

込

ん
で

い
て
事
態

の
推

移

(そ
し

て
そ

の
結

末
)
を
知
ら

な

い
妙

子

に
対

し

て
発

せ
ら

れ

た
も

の
で
あ

っ
た
。

同

時

に
そ

の
態
度

も
、

特

に
彼
女

に
と

っ
て
 

 

そ
し

て
端
的

に
は
そ

の

関
係
性
の
中
で
の
み
i

強
く
意
味
を
持

つ
も
の
と
思
わ
れ
る
。
本
稿
を

終
え
る
に
あ
た
り
、
物
語
の
最
後
に
置
か
れ
た
こ
の

く遠
藤
ー

妙
子
V

と

い
う
構

図

に
焦

点
化

し
、

そ

の
意

味

を
考

え

て
お
く

こ
と

と
し
た

い
。

五

 

結
論

か
ら
言

え
ば
、

こ

こ
で

の
遠

藤

は
作

中

に
は
決

し

て

(直
接

)
登

場

し

て
こ
な

い
妙

子

の
父

の
代

理
表

象

と

し
て
あ

る

と
見

る

こ
と
が

で
き

る
。
第

五
章

の
直
接
対

決

で
、

(妙

子

に
懸
依

し

た
)
ア
グ

ニ
は
「
婆

さ
ん
」

に
対

し
、
や

は
り

「
お
ご

そ

か
に
」

こ
う
命

じ

て

い
る
。

 
 

 
「
お
前

は
憐

れ
な
父
親

の
手

か
ら
、

こ

の
女

の
子
を
盗

ん

で
来

た
。

 
 

も

し
命
が
惜

し

か

つ
た
ら

、
明

日

と
も
言

は
ず
今

夜

の
内

に
、

早
速

 
 

こ
の
女

の
子
を

返

す
が
好

い
。
」

 
作

中

の
現
実

的

に
も
、

こ

こ

「
上
海

の
或

町
」
か
ら

、
「
香

港

の
日
本

領

事

」

で
あ

る
妙

子

の
父

の
も

と

へ

「
今
夜

の
内

に
」
彼

女

を
返

す

こ
と
は

困
難

で
あ

っ
た
ろ
う

。

こ
こ

に
は
明

ら

か

に
、

「
父
親

の
手

」
と

し

て
遠

藤

が
前

提
視

さ

れ

て

い
る

こ
と
が

分

か
る
。

子
ど

も

で
あ
る
妙

子
自

ら

が
事

態
打

開

の
た

め

に
何

ら

か

の
ア
ク

シ

ョ
ン
を
起

こ
し
、
し

か
し

そ
れ
が

(以

下

の
文
脈

に
於

い
て
は
寧

ろ
必

然

の
結
果

と
し

て
)
失

敗

に
終

わ

っ
た
と

き
、
家
庭

を
守

る

父
な

る
神

と
し

て

の
ア
グ

ニ
が
、
「
恐

シ
イ
魔

法
使

」
(前

出

・
妙

子

の
手

紙

よ
り
)

の
手

か

ら
彼
女

を
守

る
。
更

に
そ

の
先

に
は
、

書
生
と
し
て
そ
の
主
人
-

即
ち
妙
子
の
父
1

を
代
行
す
る
遠
藤
が
待

ち
受
け

て

い
る

(作
中

実

際

に
は
駆

け

つ
け
て

く
る
)
、

と

い
う
物

語

展
開

が

こ

こ
に
は

あ

る
。

 

こ
う

し

て
救

出

・
保
護

さ

れ
た
妙

子

に
対
し

、
遠
藤

は

〈
父

〉
と

し

て

の
威

厳

と
共

に
、

人
智

・
人
力

を
超

え
た

「
運
命

の
力

の
不

思
議

な

こ
と
」

を

伝
え

る

の
で
あ

る
。
「遠

藤

は
妙

子
を
抱

へ
た
儘
、
お
ご

そ

か
に

か
う
囁

き
ま
し

た
。
」
と

い
う
先

の
象
徴

的

な

一
文

は
、

こ

の
よ
う

な
意
味

を

担

っ

て
の
も

の

で
あ
る
だ

ろ

う
。

そ

の
意

味

で
、

こ

の
作

は
徹
底

し

て

〈
父
〉

と
子

(
ど
も
)
の
物

語

と
し

て
あ

っ
た
。

こ
れ

を
さ

ら

に
敷

衛

し
た
場

合
、

子
ど
も

を
保
護

の
対

象

と
す

る

(
父
と

し

て
の
)
芥

川

の
価

値

認
識

が
あ

る

い
は
看

取

で
き

る
よ

う

に
思

う
。

 

『
赤

い
鳥
』
創
刊

(大
正

七
年

七
月

)
に
あ

た

っ
て
、
恩
義

あ

る
先

輩

・

鈴

木

三
重
吉

の
請

い
に
よ
り

、
彼

に
と

っ
て
童

話
処

女
作

と
な

る

「
蜘
蛛

の
糸
」
を
芥

川
が

苦
労

し

て
書

き

上
げ

た

こ
と
は

よ
く
知

ら
れ

て

い
る
が

、
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そ

の
段
階
-
1

よ
り
正

確

に
は
同

作
が

載

っ
た

『赤

い
鳥

』
創
刊

号

を
見

た
時

に
、

彼

は

「
ど

れ
を

よ
ん

で
も
私

の
よ

り
う

ま

い
や
う
な
気

が

し
ま

す
 

皆
私

よ

り
年
を

と

つ
て

ゐ
て
小
供

が
あ

る

か
ら
そ

れ

で
小

供

の
心
も

ち

が
う

ま
く

の

み
こ
め

て
ゐ

る
の
だ

ら
う

と
思

ひ
ま
す

」
(大

正
七
年

六
月

十

八

日
附

 

小
島
政

二
郎

宛
書

翰
)

と
感
想

を
述

べ
て

い
た
。

し

か
し

そ

の
後
、

「
犬

と
笛
」

(『
赤

い
鳥
』
大
正

八
年

一
月

一
日
及

び
十

五
日
、

以
下

す

べ
て
同
誌

)
「
魔
術

」

(大
正

九
年

一
月

)
「
杜

子
春

」

(同
年

七
月

)

と

幾

つ
か
の
童
話

作
品

を
書

い
て
き

て
あ

る
程

度

の
自
信

を

つ
け
、
更

に
少

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(20
)

し
前

に
長
男

が
誕
生

(比

呂

志
、
大

正
九
年

四
月
十

日
生
)

し
初

め

て
自

ら
が

父
と
な

っ
た

「
ア
グ

ニ
の
神
」

執
筆

・
発
表

時

の
芥
川

に
お

い
て

は
、

先

述

の
よ
う

な
意
識

が

ま
す

ま
す
強

く
あ

っ
た
の

で
は
な

い
だ

ろ
う

か
。

妙

子

の
意
識

が
母

で
は

な
く
強

く
父

に
向

か

っ
て

い
る

(作

中

に
は

〈
母

〉

が
出

て

こ
な

い
)

の
は

、
そ

ん
な
彼

の
想

い
が
ど

こ
か
映

り
込

ん
で

い
る

た
め

か
も

し
れ

な

い
。
特

に
童

話

に
お

い
て
、

芥
川

の
子

ど
も

を
見

る
目

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(21
)

の
や

さ
し

さ

・
思

い
や

り
あ

る
温

か
さ

が
指
摘

さ

れ
る

こ
と
が
あ

る

が
、

そ

れ
を
保
護

の
対

象

と
見

る
彼

の
子
ど

も
観

を
仮

に
想
定

す

れ
は
、

こ
れ

は
当

然

の
帰

結

と
し

て
あ

る
だ

ろ
う
。

(1
) 

尤
も
、
夙

に
は
、
ほ

ぼ
唯

一
の
例
外

と
し
て
、
大
高
知

児
「芥
川
龍
之
介
ー

 

 

『
ア
グ

ニ
の
神
』

を
中

心
と
し
て
ー

」

(『解
釈
と
鑑
賞
』
昭
和

五
十

八
年
十

 

 
一
月
)
が
あ

り
、
近
年

は
事
典
類
の
項
目
と
し

て
の
言
及
が
目

に

つ
く
。

(2
) 

芥
川

は

「
童
話
」
よ
り
も
多

く

「
お
伽
噺
」
を
使

っ
て
い
る
。
『赤

い
鳥
』
の

 

運
動
理
念

に
代
表

さ
れ
る
如
く
、
大
正
期
は
前
代
ま

で
の

「
お
伽
噺
」

に
替

わ

 

 
る
も

の
と
し
て
戦
略

的
に

「童
話
」

の
語
が
用

い
ら
れ

た
時
期

で
も
あ

る
が
、

 

彼
自
身

の
意
識

の
中
で
は
用
語

に
は
比
較
的
無
頓
着
だ

っ
た
の
で
は
な

い
か
。

(3
)

関

口
安
義

『芥
川
龍
之
介

と
児
童
文

学
』

(久
山
社

 
二
〇
〇
〇

)
中
、
第
H

 

部
第
5
章

「ア
グ

ニ
の
神
」
よ

り
。

(4
) 

「妖
婆
愈
出

で

〉
愈

愚
な
り
今
度

は
自
分

な
が
ら
辟
易

し
た
あ

や
ま
る
よ
」

 

 

(大
正

八
年
十
月
十

五
日
附
南

部
修
太
郎
宛
書
翰
よ
り
)

(5
V 

小
穴
隆

一

『
二
つ
の
絵
』

(中
央
公
論
社
 

一
九
五
六
〉

に
拠

れ
ば
、
「芥
川

 

 
の
遺
書

の
な

か
に
は
、
2

、
も
し
集
を
出
す

こ
と
あ
ら
ば
、
原
稿
は
小
生
所
持

 

 
の
も

の
に
よ
ら
れ
た
し
。

二
、
又

「
妖
婆
」

(「ア
グ

ニ
の
神
」

に
改
鋳

し
た
れ

 

ば
、
)
「死
後
」

(妻

の
為

に
)

の
二
篇

は
除

か
れ
た
し
。
〕
と

い
ふ
字
句

が
あ

つ

 

 
た
。
」

(「妻
に
対
す

る
、
子

に
対
す

る
」

よ
り
)

と

い
う
。

(傍
線
引

用
者
)

(6
) 

以
上
及
び

以
下
か
ら
明
ら
か
な
如
く
、

こ
こ
で
い
う

く物
語
V

と
は
、
呈

示

 

 
さ
れ
、
又
事
後
的

に
意
味
付
け

さ
れ

る
何

ら
か
の
出
来
事

の
総

体

の
謂

で
あ
り
、

 

 
〈
筋
〉
と
は
、
そ

の
結
末

に
至

る
ま
で
の
経
緯

や
流
れ
を
指
示
し

て
い
る
。

(7
) 

『芥
川
龍
之
介
全
集
』
第

七
巻

(岩
波
書
店
 

一
九
九
六
)
「
注
解
」

(吉
田
司

 

 
雄
)

(8
) 
関

口
安
義

編

『芥
川
龍
之
介
新
辞
典
』

(翰
林

書
房
 
二
〇
〇
三
)
中

「
ア
グ

 

 

ニ
の
神

」
の
項

(熊
谷
信
子
)

に
同
様

の
指
摘
が
あ

る
。

(9
) 
但

し
、
こ
れ

に
は
、
谷
崎
潤

一
郎

「
ハ
ッ
サ
ン

・
カ
ン
の
妖
術

」

(『中
央
公

 

 
論
』

大
正
六
年
十

一
月
)
と

い
う
原
拠
が
あ

る
。

(
10
) 

「
ア
グ

ニ
の
神

」
初
出

(『赤

い
鳥
』
掲
載

)
本
文

に
は
都
合

八
葉

の
挿
絵
が

 

 
付

さ
れ
て

い
る
が
、
更

に
そ

の
外

に
、
そ

の
前
半
部

(第

三
章

ま

で
〉
が
掲
載

 

 
さ
れ
た
大
正
十
年

一
月
号

の
巻
頭

口
絵

(「
『赤

い
鳥

』
画
集

(そ

の
三
十
)
」
清

 

 
水
良
雄
画
、
凸
版
、

四
色
刷
)
が
同
作

と
リ

ン
ク
し
て

い
る
。
「魔

女
」
と
題
さ

 

 
れ
た
そ

の
画

で
は
、
本
文

か
ら
の
引
用

(第

一
章
中
程
、
「
婆
さ
ん
」
が
恵
蓮

〔妙

 

 
子
〕
を
呼
び
立

て
小
言

を
言

う
場
面
)
に
対
応
す

る
形

で
、

「人
相

の
悪

い
印
度

 

 
人

の
婆
さ
ん
」

の
顔
が

よ
り
は

っ
き
り
と
描

か
れ
て

い
る
。

(11
) 

創
刊

か
ら
昭
和

四
年

の

一
時
休

刊
ま
で
の

『赤

い
鳥
』
掲
載
童
話

・
童
謡

に

 

 
現
れ
た
子
供

の
イ
メ
ー
ジ

を
分
析

し
た
河
原
和
枝

に
よ
れ
ば
、
「巷
間

で
は
子
さ

 

 
ら

い
や
貰

い
子
殺
し

な
ど
の
子
ど
も

の
虐
待
事
件
が
連
日

の
よ
う

に
新
聞

を
賑

 

 

わ
せ
て
い
た
。
大
正
期

の
そ
の
よ
う
な
社
会
を
背
景

に
し
た
、
社
会
的
弱
者

と

 

 
し

て
の

『弱

い
子
』
」

の

一
群
が

そ
こ
に
は
存
在

す
る
と

い
う

(『
子
ど
も
観

の

 
 
近
代
i

『赤

い
鳥
』
と

「童
心
」
の
理
想
ー

』
〔中
公
新
書
 

一
九
九
八
〕

 

 

一
二
七
頁

)。
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(12
)

有

馬
学

『「国
際
化
」

の
中

の
帝
国
日
本

 
一〇
8
～
一㊤
・。幽
』

(「日
本

の
近
代
」

 

 
4
 
中

央
公
論
新
社
 

一
九
九

九
)
二

一
九
頁

(13
) 

以
下
の
記
述

に
関
し

て
は
、
長

谷
川
潮

『児
童
戦
争
読
み
物

の
近
代
』

(久
山

 

 
社
 

一
九
九
九
)
第
七
章

「太
平
洋

の
波
高

し
 

さ
ま
ざ

ま
な

『日
米
未
来
戦
』

 

 
物
語
」
参
照
。
尚
、
芥
川
自

身
も
中
学
時
代
、
回
覧
雑
誌

『流
星
』

(明
治
三
十

 

 
九
年
四
月
)

に
日
仏
未
来
戦

で
あ
る

「廿
年
後
之
戦
争
」
を
書

い
て

い
る
。

(14
) 

尤
も
、
日
米

に
限
定
し
な

い
子
供
向
け
未
来
戦
物

一
般
で
は
、
こ
れ
よ
り
数

 

 
年
早
く
、
例
え
ば
武
田
鶯
塘

『日
独
空
中
戦
』

(少
年
講
談
社

 

一
九

一
六
)
等

 

 
あ
る
。

(前
注

、
長

谷
川
前
掲
書
参
照
)

(15
) 

注
5
参
照
。

(16
) 

任
萬
鏑
「芥

川
龍

之
介

の
児
童
文
学
」

(『
日
本
文
学
論
集
』
平
成

七
年

三
月
)。

 

 
尚
、
大
高
前
掲
論

(注

1
)

に
も
同
様
の
視
点
が
見
え
る
。

(17
) 

本
来

の

「ア
グ

ニ
」

は

一
面

に
お

い
て

「家
庭

の
竃
の
神
」
(ジ

ョ
ン
・
R

・

 

 
ヒ
ネ
ル
ズ
編

・
佐
藤
正
英
監
訳

『世
界
宗

教
事
典

(新
版
)』

〔青

土
社

 

一
九

 

 
九
九
〕)

で
あ

り
、
「
『リ
グ
・ヴ

ェ
ー
ダ

』
の
讃
歌

の
中
で
は
、
ア
グ

ニ
の
偉

大

 

 
性
と
浄

化
が
常

に
強
調
さ
れ
、

天
則

(リ
タ
)
を
犯
す
も
の
や
悪
魔

な
ど
を
容

 

 
赦
な
く
絶
滅
さ
せ
る
反
面
、

一
般

に
は
恩
恵

に
富

み
、
信
じ

る
も

の
を
保
護
し
、

 
 
家
庭

の
繁

栄
を
は

か
り
、
子
孫
、
家
畜
を
与
え

る
も

の
と
し

て
描

か
れ

て
い
る
」

 
 

(菅
沼
晃
編

『イ

ン
ド
神
話
伝
説

辞
典
』
〔東
京
堂
出
版
 

一
九

八
五
〕
。
引
用

 
 
は
三
版

〔
一
九
八
九
〕

に
拠

る
)
と

い
う
。

(18
) 

尚
、
こ

の
最
後

の

一
文

は
後

の
改
稿
の
過
程
で

(「
ア
グ

ニ
の
神
」
は

『赤

い

 
 
鳥
』掲
載
後
、
『夜
来

の
花
』
〔新
潮
社

 
大

正
十
年

三
月
〕
『奇
怪
な
再
会
』
〔金

 
 
星
堂
 
大
正
十

一
年
十
月
〕

に
そ
れ
ぞ
れ
収
め
ら
れ
た
。
具
体
的

に
は

『奇
怪

 
 
な
再
会

』
収
録
以
後
)
加
え
ら

れ
た
も
の
で
、

『赤

い
鳥
』
掲
載
時

に
は
な
か

っ

 
 
た
。
但
し
、
初
出
本
文

の
最
終
頁

に
は
、
怯
え
た
様
子
の
妙
子
を
遠
藤

が
大
き

 
 
な
手
で
抱
き
抱
え

て
い
る
挿
絵

(注
10
参
照
)
が
付
さ
れ
て
お
り
、
印
象
的

に

 
 
は
よ
り
以
上

の
効
果
を
挙
げ

て

い
る
と
思
わ
れ
る
。

(19
) 

恩
田
逸
夫

「芥
川
龍
之
介

の
年

少
文
学
」

(『明
治
大
正
文
学
研
究
』
昭
和

二

 
 
十
九
年

十
月
)
で
は
、

こ
の
点
が
、
「
児
童
愛
と

い
う
場
合
は
、
先
ず
親
と
し

て

 
 
本
能
的
な
感
情

で
あ

る
。

と
同

時

に
、
年
少
者
を
未
だ
完
成
せ
ざ
る
者
、
非
力

 
 
な
者
、
保
護
を
要
す

る
者

と
考

え
る

い
つ
く
し

み
の
情

で
あ
る
。」
と

か
な
り

一

 
 
般
化
し

て
述

べ
ら
れ
て

い
る
。

(20
) 

戸
籍
上

は
同
年

三
月
三
十

一
日
生
。

(21
) 

恩

田
前
掲
論

(注

19
V
、
浜
野
卓
也

「芥
川

の
小
説
と
童
話
I
l

そ
の
子
ど
も

 
 
観
を
め
ぐ
っ
て
ー

」
(佐
藤
泰
正
編

『文
学
に
お
け
る
子
ど
も
』
〔笠
間
書
院

 
 

一
九

八
六
〕)
、
等
。

 
本
文

の
引

用
は

名

は
省
略

し
た
。

『芥
川
龍
之
介
全
集
』
第
七
巻

(注

7
参
照
)

に
拠

り
、
振
り
仮

一10一


