
伊
藤
整

「生
物
祭
」

放

i

あ
る
屈
折
i

飯

島

洋

1

「生

物
祭

」

は
、
昭

和
七
年

―
月

号

「新

文
芸

時
代

」

に
発
表

さ

れ
、
改

稿
を

経

て
同
年

十
月

発
行

の
金
星
堂

刊

「
生
物

祭

」
に
収

め

ら

れ
た
。

父
危
篤

の
電
報

で
帰

郷

し
た
主

人
公

「
私
」

が
、

父

の
死

に
心
動

か
さ

れ
な

い
ま

ま
、
北

国

の
自

然

と
向

か

い
合

う

こ
と
を

通

し

て
、

自

己

の
内

部
に
巣

食
う

父

へ
の
嫌
悪

を

認
識
さ

せ

ら
れ

て

い

く

と

い
う
内

容
を
持

つ
こ

の
作

品
は
、

初
期

伊
藤

整

の
代
表

作
と

い

え
、

同
時

期

の
作

品

の
中

で
も

論
じ

ら
れ

る

こ
と

が
多

い
。

主

要
な

論
点

の

―
つ
と

し

て
、

「
父
」

に

対
す

る

「私

」

の
感
情

が

挙
げ

ら
れ

る
。
な

か

で
も
曽

根
博
義

氏

は

「
父
親
殺

し
」

の
主
題

の
潜

在
を

明
確

に
指
摘

し
、

作

品
に

お

い
て
は
、

そ

の
主

題

の
隠
蔽

の
仕
方

が

逆
説

的

に
告

白

と

な

っ
て

い
る
と

述

べ

る

^
;
。

一
方
、

山

田
昭
夫

民

は

「私

」

の
持

つ
負

い
目
に
焦

点
を

当

て
、

父
を
嫌
悪

す

る
自

己
自

身

を
嫌
悪

す

る
と

い
う
罪

過
衝

動
を
作

品

の
原
動

力
と

考

え

る

三
H。

「
父

と
女

に
対
す

る
利

己
主
義

の
悔

恨

と
罪

責
感

、

こ

れ

こ
そ
伊
藤

整

の
青
春

と
自

立

に
お
け

る
負

い
目

で
あ
り

、

ひ

い
て

は
伊
藤

整

の
文
学

の
苦

い
核

質
を
決

定

し
た
」

と
し

て
、

そ

の
原
点

に

「
生
物
祭

」

を
据
え

る
。

も
う

一
つ
の
問

題
と

し

て
、

作

品

の
も

つ
好
情

性

が
あ

る
。

大
正

十
五

年
椎

の
木
社

か
ら

刊
行

さ
れ

た
詩
集

「雪

明

り

の
路

」

で
謳
わ

れ
、

小
説

へ
の
転

向
後

は
殆

ど
顧

ら
れ
な

か

っ
た
北

国

の
自
然

が
再

び
登

場
し
、

父
と

こ
の
物
語

の
間

に
、

そ

の
情

景
と

そ
れ

に
よ

っ
て

沸

き
起

こ
さ

れ

る

「私

」

の
情

念

が
縷
説

さ
れ

る
。

佐

々
木
冬

流
氏

は
本
作

を
、

新
心

理
主

義

か
ら
後

退
し
、

拝
情

性
を

回
復

さ

せ
た
も

の
と

見

倣

し

て

い
る

三
)。

ま
た

横

山
信

幸

氏

は
、

や
や

別

の
観
点

で
、

父
を
愛

せ
ず

、
し

か
も

父

の
否
定
的

側

面
を
受

け
継

い
で
生
き

て

い
く
自

己
に
対

す

る
憐

欄

の
気
持

ち

が
、

こ

の
作

品

に
拝
情

性
を

与

え

て

い
る
と
す

る

酉
。

し

か
し
な

が
ら
、

詩

の
な

か

で
取

り

上
げ
、

小
説

に

は
今
ま

で
書
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か
な

か

っ
た

風
物
が
、

本

作
品

に
お

い
て
如

何
な

る
役
割

を

果
た

し

て
い
る

か
と

い
う
根
本

的

な
問
題

は

正
面

か
ら
取

り
上
げ

て
論

ぜ
ら

れ

た
と

は

い
え
な

い
。

特

に

こ
こ

で
は
、
初

出
と

改
稿

と

の
間

の
差

異

に

つ
い
て
考

え

た

い
。

太

田
鈴

子
氏
が

、

「
感

性

の
中

で
酔

う

こ

と
を

退
け

て

い
る

の
が

、
改
稿

の
語
り

で
あ

る
」
と
し

て

い
る
が

宝
)、

本
論

で

は
、

父
と
女
性

を

め
ぐ

る
主

人
公

の
観
念

と
、
叙

惰
的

と

い

わ
れ

る
風
物

描

写

の
関

係

の
視

点

か
ら

考
察

す
る
。

主

人
公
を

取

り

囲
む

圧
倒
的

な
自
然

は

、
作

中
人

物
と

ど

の
よ
う
な

位
相

に
あ

り
、

そ
れ
が

改
稿

に
よ

っ
て
ど
う
変

容

し
た

か
を

明
確

に
す

る

こ
と

が
要

点
と

な

ろ
う

。
な

お

、
拙

論

に
お

い
て
、

「生

物

祭
」

本

文

は
、
特

に
注

し
な

い
限

り
改
稿

に
基

づ
く

も

の
と
す

る
。

1

作

品
は
、

肉
親

の
死

を

目
前

に
し

て
い
た

中

で

の
、
家

族

の
極
め

て
静
諦

さ

に
充
ち

た
状

況

の
説

明

で
始

ま
る
。
「
母
」
に

つ
い
て

は
、

「
(
父

は
)

も
う

何

日
も

持

た
な

い
だ

ら

う
と

母

が
私

に

言

つ
た
。

さ

う

言

ふ

時

の

母

の
表

情

が

少

し

も
乱

れ

て
ゐ
な

い

の
を

私

は
見

た

。

(略

)

父

の
世
話

を

し

て
ゐ

る
母

の
顔

を

見

る
と
、

病

状

の
変

化
と

い
ふ

こ
と

は
父

の
生

き

て
ゐ

る

こ
と
と
何

の
関
係
も

な

い
自
然

現
象

で
、

父
は
病

に
懸

か
れ

た
ま

㌧
何
時

ま

で
も
生

き

て
ゐ

る
と
信

じ
て

ゐ
る
や

う
に

も
見
え

る

ほ
ど
動

揺

の
跡
が

な

か

つ
た

」
と

記
さ

れ
、
「
父
」
自
身

も

「死

の
数

日
前

に
あ

り
な

が
ら
鶯

を
楽

し
ん

で
」

い
る
。

そ
ん

な
な

か

で
、

父

の
死
そ

の
も

の
を
考

へ
る
こ
と

は
私

を
少

し
も
動

か
さ

な
か

つ
た
。

た
だ

父
が
、

自
分

の
死
に
直

面

し

て
、

ど

ん
な

こ
と
を

思

つ
て
ゐ
る

の
か
、

と

い
ふ

こ
と

が
執
拗

に

私

の
中

に
湧

い
て

来

て

ゐ
た
。

と

い

っ
た
思

い
が
沸

き
起

こ
る
。
表

面

上

の
極

度
な

平
静

の
中

で
、

「
私

」

の
感
情

は

姦
動

を
始

め

る

が
、

「
父
」

の
死

は
悲

し

み
を
喚

起

し

て
は

い
な

い
。

寧

ろ
第

二
文
だ

け

を
読

む
と
、

冷
徹

に

「
父

」

を

観
察

し

て

い
る
よ
う

に
も

見
え

る
が
、

し

か
し

そ

の
直

前

の

夜

中
に

発
作

の
起
き

た
様

子
が

あ

つ
て
目
を
覚

ま
す

と
も

う

母

は
起

き

て
ゐ

て
色

々
と
手

当
を

し

て
ゐ

る
や
う

で
あ

つ
た

。
水

を

と
り

に
台

所

の
方

へ
行

つ
た

り
す

る

足
音

で
、

父

の
様

子
を

聞

き
量

り
な

が
ら
私

は
起

き
な

か

つ
た
。

に
着

目
す

る

と
、

「私

」

は

「
父
」

と

向
き

合

う

こ
と

を

回
避

し

て

い
る
と

も
感

じ
取

れ
、
主

人

公

の
情

念

は

こ
の
時
点

で

は
彼
自

身

に

と

っ
て
も

明
確

に

さ
れ

て
は

い
な

い
。

そ

し

て
、

「
父

の
死
そ

の
も

の
を
考

へ
る

こ
と

は
私
を

少

し
も
動

か
さ

な

か

つ
た

」
と

い
う

そ

の

翌
朝

、
鶯

を
楽

し
む

「
父
」
を

見

て

死
の
数
日
前
に
あ
り
な
が
ら
鶯
を
楽
し
ん
で
ゐ
る
父
の
そ
ん
な

静
か
な
気
持
ち
は
私
の
推
測
さ
れ
な
い
も
の
で
あ
つ
た
。

と
主

人
公

は
感

じ

る
。

こ
れ

だ

け

で

は
、

「
父

」

の
考
え

が

わ

か
ら
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な

い
と

い
う
述

懐

の
域

を
出

な

い
が
、

「
父
」

に
対

し

て
、

あ

な
た

は
自

分

の
死
を
前

に
し

て
、

何

か
考

え

る
と

こ
ろ

は
な

い

の
か

と

い

う
問

い
か
け
を

孕
ん

で

い
る
と
解
釈

す

る

こ
と
も

で
き

る
。

し
か
し

そ

れ

は

こ

の
場

面

で
は

な
さ

れ

る

こ
と

な

く
、

「私

」

の
真

意

は
意

識

に
上

ら
な

い
。

作

品

の
後

半

で
明

か
さ

れ

る
、

「
私

」

の

「
父
」

に
対

す

る
心
情

は
、
作

品

の
初

め

に
は
秘

せ
ら

れ

て
い

る
。

次

の
章

で
、
主

人
公

は
故

郷

の
自

然

の
中

に
足
を
踏

み
出
す
。

そ

れ

は

「私

を
育

て
た
北

国

の
自

然
」

と
表

現
さ

れ

て

い
る
が
、
懐

か

し

い
風
物

に
心
癒

さ
れ

は
し
な

い
。

道

の
両
側

は
六

月

で
李

の
花

が

強

く
匂

ひ
な

が

ら

咲

い

て

ゐ

た
。
藪

の
中

で
李

の
枝

の
繁

み
は
、
細

か

い
紙
片

を
集

め

た
や

う
な
真

白

い
花
を

つ
け
、

風

の
な

い
日
光

の
中

に

ひ

つ
そ

り
と

咲

い

て
ゐ
た

。

そ

の
匂

ひ
が

私

の
頭

を
重

く

し
た
。

(
略
)

私

は

ス
テ
ツ
キ

を
振

り
あ
げ

て
、

頭
上

の
李

の
花

の

}
番
濃

く
群

が

つ
て
ゐ

る
処
を

殴
り

つ
け

た
。

(
略
)

空
気

は
暖
く

よ
ど

ん

で
、

黒

い
掘
り

返
さ

れ
た
畑

の
間

の
林

檎

の
花

や

牛
や

馬
や
鶏

な
ど

を
暖

め

て
ゐ
た
。

そ

れ
は
頭

痛
持

ち

の
母
を

悩
ま
す

時
期

で
あ

り
、

私
と
弟

と

が
霞
網

を
持

つ
て
渡

り
鳥

を

捕

へ
る
た

め
に
、

夕
暮

れ

の
岡

で
時

間

を
忘

れ
た
時

期

で
あ

つ
た
。

草
木

の
上

に
満
ち

て
ゐ
る
柔

ら

か
な

陽

の
光

は
、

し
か

し
あ
ま

り
に

空
虚

で
あ

つ
た
。

殆
ど

私
が
嗅

い
で
ゐ

る
に

耐

へ
ら

れ
な

い
や
う

な
李

の
花

が
、

そ

の
春

の
真

中

に
、
誰

に

と
も

知
ら

れ
ず

そ

の
傍

を

通
る

人
も
な

く
咲

い
て

ゐ
る
。

私

の

幼
年

の
情
感

の
な

か

に
群
が

り
、

私

の
夢

の
な

か

に
重

い
葉
を

揺

る
が

し
な

が
ら

、

い

つ
か
記
憶

の
奥

に
埋
も

れ

て
ゐ
た

北
国

の
風

物

で
あ

る
落

葉

松
や
、

虎
杖

や
、
蕗

や
、

蓬
が

、
そ

こ
の

斜
面

を
満

た

し
て
ゐ

る

の
を
見

る
と
、

私
は

そ

の
中

へ
倒

れ

こ

み
た

い
衝
動

を
感

じ

た
。

そ
し

て
林

の
中

か
ら

聞
え

る
問

の
延

び
た

閑
古
鳥

の
声

が
、

私

の
ず

つ
と
奥

の
方

の
、
抑

制
す

る

こ

と
も

で
き
な

い
感

情

を
掻
き

乱

し
た
。

私
を
呼

び
戻

し
た

の
は

父

の
病

気

で
あ

つ
た
。

そ
れ

な

の
に
、

私

の
這

入

つ
て
来

た
と

こ
ろ

は
、

人
を

狂
気

に
す

る
や
う

な
春

の
生
物

ら

の
華
麗

な
混

乱

で
あ

つ
た

。

こ

の
記
述

は
、

詩
集

「雪

明

り

の
路

」

に
非

常

に
近

し

い
世

界
を

持

っ
て

い
る
。
最

初

に
登
場

す

る
李

は
、
詩

作
品

で
伊
藤

は

し
ば

し

ば
取

り

上
げ

て

い

る
。

「
林

の
路

に

ふ
さ

は

し

い
/

甘

く

古

い

胸
と

き
め

か
す
恋

を
/

僕

は

い
ち

に
ち

/
あ

な
た

の
美

し

い
目
に
秘

め

て
お
か

う
と

し

て
蒼

ざ

め
る

の
だ
け

れ
ど

も
/

す
も

も

の
花

が
し

き
り

に
散

つ
て
も

/
更

け

て
ゆ
く
春

を

悩
ま

し

い
と
あ
な

た

は
感
じ

な

い

の
だ

。
/

呼

べ
ば

/

首

か

し
げ

て
微
笑

む
だ

け

で
。
」

(
あ
な

た

は
人
形

)

「あ

ン
な

ぜ

わ

た

し

ひ
と

り
/

か
う

し

て
ひ

つ
そ

り

歩

い
て
ゆ

く

の
だ

ら
う

。
/
道

は
/

落

葉
松

の
み
ど
り

に
深
く

か
く

れ

て
/

ど
う

な

つ
て
行

く

か
解

り
は

し
な

い
。

/
何

処

か

の
谷
間

に

は
/
す

も
も

が

雪

の
や

う

に
咲

き
崩

れ

て
ゐ
た
が

/

人

ひ
と

り

の
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影

も

な

か

つ
た

。
」

(
蕗

に
な

る
)

な

ど

が
代

表

的

な
も

の
と

し

て

挙
げ

ら
れ

る
。

「虎

杖

」

「蓬

」

に

つ
い

て
も

「
林
檎

園

は

ほ
う

つ
と

白
く
/

り
ん
ご

の
花
ざ

か

り
。
/

六
月

。
/

人
気
な

い
所

に
/

蜘
蛛

は
暇

な
巣

を
張

り
、
/

蓬
や

虎
杖

は
深

く
茂

つ
て
膝

を
埋

め

る
。

/

(
略
)
/

あ

ン

ひ
と

り
よ
/

ほ

の
ぼ

の
と
白

く
花
が

空
を

埋
め

/
霧

も
濃

く
六

月

の
昼

が
深

ま
れ
ば

、

/
ま

た
私

は

こ
の
澄
色

の
身

を
も

て
あ
ま

し

て
/
林
檎

園

に
来

て

嘆

い
て

も

だ
え

る

の
だ
/

あ

Σ
捕

へ
が

た
く

逃
れ

て
行

つ
た
。

/

私

の
言
葉
を

も
う

感
じ

な
く

な

つ
た

姿
。

/

近

く

て
近
寄

れ
な

か

つ
た

目
よ

。
」

(
林
檎

園

の
六

月
)
、

蕗

に

つ
い
て
も

前

出

「
蕗

に
な

る
」

に

「
み
ん
な

は
/
な

ぜ

私

を

こ
ん
な
遠

い
と

こ
ろ
ま

で
よ

こ
し

た

の
だ

ら
う
。

/

あ

ン

誰

も
気

づ

か
な

い
間

に
/
私

は
き

つ
と

/
木

の
下
で

―
本

の
蕗

に
な

る

の
だ

。
」

と
あ

る
。

こ
れ

ら

の
詩

を
概

観
す

る
と

、
登

場
す

る
人

間
は
主

と

し
て
失

わ

れ

た
恋

の
思

い
出
や

孤
独

感

に
耽
溺

し

て
お
り
、

そ

の
悩

め
る

人
間

を

取

り
囲

む

も

の
と

し

て
自

然

が

設
定

さ
れ

て

い
る

こ
と

が

い
え

る
。
人
間

の
側

は
既

に
あ

る
心
情

を
抱

い
て
自
然

の
中

に
分

け
入

り
、

そ
れ

を
自
然

に
対
し

て
訴
え

た

り
、

発
散

し
た

り
、
或

い
は
自

然

と

同
化

し
よ

う
と

し

て
い
る
。

さ

ら

に
閑

古
鳥

は
、

「
そ

れ

に
弟

よ

お
前

は

い

つ
も

弱

々
し

い

の
で
、
/
私

の
夢

で
は
/

私

は
心
細

く
な

つ
て
泣

い

て
し
ま

ふ

の
だ

。

/

あ

㌧
今
朝

は
落

葉
松

の
閑

古
鳥

に
呼

び
起

さ
れ
/

私

の
や

は
ら

か

い
心

は
/

あ

の
閑
古

鳥

に
ま

た
泣

か

さ
れ

た
。
」

(悪

い
蛙

)

「
ま

た

閑
古

鳥

が

向

ふ

の
林

で
/

か

ん

こ

う

か
ん

こ
う

と

鳴

い

て
ゐ

る
。
/

ほ
ら

薫
を

呼
ん

で

ゐ
る
と
縫

物

す
る

母
が

言
ふ
/

山

々
の
真

蒼

な

七
月

に
今
年

も
や

す
や
す

と
な

つ
た
。
/

お
前

も
も

う
十

八
だ

。

/

色

ん

な

こ
と

を

考

へ
る
筈

だ

。
」

(
か
ん

こ
う
)

な

ど

と

あ

り
、

弟

を

思

う

肉
親

と

し

て

の
情

と

も
結

び

つ
い
て

い

る

こ
と

が

い
え

る
。対

し
て

「
生
物
祭

」

で
は

「
私
」

は
、

少
年

期

に
親

し
ん
だ

風
物

を

前

に
、

「
し
か

し
あ

ま

り

に
空
虚

」

と
感

じ

る
。

そ

の
情

景

が

己

の
現
在

置
か

れ
た

状
況

に
と

っ
て
殆

ど
無

意
味

な
も

の
、

一
体

化
す

る
こ
と

の

で
き
な

い
も

の
と
感

じ
ら

れ
た

と
思

わ
れ

る
。

そ

の

一
方

で
、

自
然

の
中

に
倒

れ

こ
み
た

い
と

も
感

じ

て

い
る
。
主

人

公
は

父

の
死
を

目
前

に
し

て

い
る
な
か

で
、
自

然

の
生

の
混

乱

の
中

に
身
を

お

い

て
い
る
。

二

つ
の
相

反
す

る
感
情

に
早
く

も

「
私
」

の
感

情

は

引
き

裂

か
れ
、

混
乱

し

て

い
る
。

「
死
」
の
間

近

に
身

を

置
き
な

が

ら

「生

」

へ
誘

引
さ

れ

る

「私

」

は
、

山

の
斜

面
に
満

ち
る

緑

の
葉

が
、

無
数

の
顔

と

な

っ
て
自

分
に

語
り

か
け

て
く

る
よ

う
な
錯

覚

に
捕

ら
え

ら
れ

る
。

山

の
斜

面

か
ら
崖

の
あ

た

り

へ

【
面

に
緑
が

波

の
や
う

に
崩

れ

か
か

り
、

よ
く

見
れ
ば

そ

の

一
枚

宛

の
葉
が

私

の
方
を

窺

つ
て

ゐ

る
無

数

の
顔

に
見
え
、

風

も
な

く
物

音
も

な

い

の
に
何

か

の

意

味

で
も
感

じ
と

つ
た
群

集

の
や

う

に
、

「
斉

に
ゆ
ら

ゆ
ら

と
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揺

れ

て
ゐ

る
。

知

つ
て
る
ぞ
、

知

つ
て
る

ぞ
、
と

そ

れ
等

は
言

ふ
や

う

で
あ

つ
た
。

私

は
私
を

埋
め

て

ゐ
た
そ

れ
等

の
葉

の
繁

み
か

ら
逃

れ

て
林

の
中

の
空
地

に
立

ち
ど

ま

つ
た

。

こ
の
部
分

は
、

当
時
伊

藤

が
関
心

を
寄

せ
始

め
た

D

・
H

・
ロ
レ

ン

ス
の

「狐

」

(
原
題

月
冨

「
。
×
―二

九

二
三
)

の
表
現

に
学

ん
だ

か

と
思

わ

れ

る
。

「
狐
」

は
、

農

場

を
経
営

す

る
独

身

の
姉

妹

と

そ

こ

を
訪

れ
る
男

性

の
間
に
、

性

の
問
題

を
巡

っ
て
繰

り
広

げ

ら
れ

る
物

語
だ
が
、

そ

こ

で
主

人

公

の
女

性
は
農

場
を

荒
ら

す
狐

を
見

つ
け
、

そ

の
視
線

に
動

揺
す

る
描

写
が

あ
る
。

o◎
ぎ

δ
良

7
q

σ。
旨

m
oq
巴
コ
き

位
乏
o葺

ε

δ
呉

8
二

げ
0
8
×
`
岡
o
『

冨

冨
α

嵩
留

α

三
切
o
遷
。。
も
o
鵠

ぎ
戸

§
α

三
9・
ー

9。
O
O
ヨ
0
α

8

,
㊤
<
0

①
三

〇
「O
α

7
①
吋

げ
話

ぎ

冒
oっ
7
0

二
置

づ
9

りq
O

ヨ

ニ
0
7

昏

ぎ
評

o
h
三
ヨ

葛

琴

≦

霧

℃
o
°・
ω
o
。。
器

二

9

三

3

°
の
冨

.゚
9
≦

三

。。
匹
霞

r

°。葺
o
≦
9

琶

9σ
霧
7
0α

超
2

0
0
匹
品

圃三
〇
ぎ
び

匿

゜
Qり
冨

密
穽
三
∋

ぎ
く
剛。。凶σ
ぞ

ヨ
器
8
「
ず
o二

℃
三
ρ

彼
女

は
狐

の
、

私
に
傍
線

を

附
し

た

「知

っ
て

い
る
ぞ
」

と

い
う

よ

う
な

眼
差

し
に
、

そ
れ

に
支

配
さ

れ

て
い

る
と
感

じ
る
。

し

か
し

何
を

か

は

こ
こ
で

は
明
示

さ
れ
な

い
。

彼
女

自
身

も
そ

れ
が
何

か

理

解

し

て
い
な

い
。

こ

の
後

で
男

が
現

れ
、
彼

と
狐

が
同

一
視
さ

れ
、

彼
女

は
解

放
さ

れ

た
気
分

を
味

わ
う
。

そ

れ
か
ら

彼
女

は
男

に
求
愛

さ
れ

、

そ
れ

を
受
け

入
れ

る
。

狐

の
視

線

は
彼
女

の
愛

へ
の
希
求

を

呼
び

覚
ま

す
役
割

を

果
た

し
た

と

い
え

る
。

こ
れ
ま

で

の
伊

藤

の
文
学
的

実
験

に
多

大
な

影
響

を
与

え
た

外
国

作
家

と

し

て
は

当
然

ま

ず

ジ

ョ
イ

ス
を

挙
げ

な

け

れ

ば

な

ら
な

い

が
、
こ

の
時

期

に
は

ロ
レ
ン

ス
に
関
す

る
発
言

も
行

っ
て

い
る
。
「ジ

ヨ
イ

ス
の

「
側

面
」
(六
)
の

「
節

に

不
思
議

な

こ
と

に
、

フ

ロ
イ

ド

の
精

神
分

析

の
解
釈

が
そ

の
ま

ま
文
学

に
現

は
れ

た

の
は
、
ジ

ョ
イ

ス
や

プ

ル
ウ

ス
ト

で
は
な

く
し

て
、

ス
タ
イ

ル
に
於

て
は
よ

り
伝
統

的
な

立
場

に
あ

る
諸

作

家
、

メ
イ

・
シ

ン
ク
レ

ア
や

D

・
H

・
ロ
レ
ン

ス
な
ど

で
あ

る
や
う

で
あ

る
。

シ

ン
ク

レ
ア
が
女

性

の
細

や

か
な

筆
致

で

エ

デ

ィ
プ

ス

・
コ
ン
プ

レ
ツ

ク

ス
の
問
題
を

取
扱

つ
て
ゐ

る
こ
と

や

、

ロ
レ
ン

ス
が

小
説

の
中

で
性
欲

が
種

々
な

形
を

と

つ
て
現

は
れ

る

こ
と

を
強

調

し
、

そ

れ
を

現
実

の
主

要

な

フ
ア
ク

タ

ア

と
し

て
信

じ

て
ゐ
る

こ
と
な
ど

に

そ
れ
が
指

摘

さ
れ

る
。

と
あ

り
、

ロ
レ
ン

ス
に
お
け

る
潜
在

意

識

の
処
理

の
仕
方

に
、

伊
藤

が
関
心

を
抱

い
て

い
た

こ
と

が
判

る
。

本

人
が
気

付

い

て
い
な

い
感

情

を
、
自
然

が
捌

扶

し
よ
う

と
す

る
。

た
だ

し
そ

の
時
点

で
本

人
が

そ
れ

に
気

づ
く

こ
と

は
な

い
。

で
は
そ

の
感
情

の
内

容

は

い
か
な

る
も

の
か
。
単

に
、

ま
も

な
く

死

の
う
と

す

る

父
を
抱

え
な

が
ら
自

然

の
生

に
心
惹

か

れ
て

い
る
と

い
う

こ
と

に
と

ど
ま

る

の
か
。

「葉

の
繁

み
か

ら
逃
れ

」
る
と

あ

る

こ
と

か
ら

、

「私
」

は

そ

の
感
情

の
実
態

と
向

き
合

う

の
を
恐

れ
て

い
る

こ
と
が

知

れ

る
。
自
然

が

「
抑
制
す

る

こ
と
も

で
き
な

い
感
情

を
掻

き
乱

し
」
、
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さ

ら

に
蛇
が

石

の
下
か

ら
出

て
き
た

の
を

見

て

「少
年

時
代

の
激

し

い
感
情

の
戦

く

の
を
感

じ
な
が

ら
」

蛇
に
大

き
な

石
を

落
と

し

て
殺

す
と

い

っ
た

記
述

が
暗

示
的

で
、
残

虐
な

性
質

の
も

の
が
想

定

で
き

る
が

、
ま

だ

明
示

は
さ

れ
な

い
。

し
か

し
自

然

は
、

「私

」

の
奥

に

潜

む
も

の
を

少
し
ず

つ
引

き
ず

り
出

そ
う

と

し
て

い
る
、

さ

て
、
こ

の

「知

つ
て
ゐ

る
ぞ

」
云

々
の
記
述

は
初

出
に

は
な

い
。

「幾

何
学

的

に
植
林

さ
れ

て
」

あ

っ
た
落
葉

松
林

を
目

に
す

る
に
過

ぎ
な

い
。

こ

の
後

「
私
」
は
家

に
帰

り
、
父

の
眠

っ
て

い
る

の
を

目

に
し

て
、

か

つ
て
自

分

は
暖

い
心

で
父
に
接

し

た

こ
と

が
あ

つ
た

ら
う

か

と
思

つ
た
。

だ

が

父
は
死
な

う

と
し

て
ゐ

る
。

起

り
う

る
も

の

が
あ

れ
ば

そ
れ

は
今

私

の
中

に
起

こ
る
か
も

し
れ
な

い
。

と
考

え

る
が
、

こ
れ

は
初

出

で
は

か

つ
て
自

分

は

父
を

愛

し

た

こ
と

が

あ

つ
た

ら
う

か

と

思

つ

た
。

私

は
父
を
愛

し

た
記
憶

を
持

つ
て
ゐ
な

か

つ
た
。
だ

が

父

は
死
な

う

と
し

て
ゐ

る
。
ま

だ
自

分

に
機
会

は
あ

る
か
も

知
れ

な

い
。

と
な

っ
て

い
る
。

改
稿

で
は
、
故

郷

の
風
物

に
囲

ま
れ

る

こ
と

で
引

き
ず

り
出
さ

れ

よ
う
と

し

て

い
た

自
分

の
本

当

の
感

情

を
知

る

の
を

回
避

し

て
い

る
の
に
対

し
、
初

出

で

は
す

で
に

こ

の
段
階

で
、

自
分

が

父
を
愛

せ

て
い
な

い

こ
と

を
認

識

し
て

い
る
。

そ
し

て
、
初

出

で

は
、
ま

だ
自

分
が

父
を

愛

し
う

る
か
も

し
れ
な

い
と

考
え

て
い
る
と

い
う
解

釈
が

で
き

る
が

、
改

稿

で
は

父
の
死

を
前

に

「起

り
う

る
も

の
」
が

「
そ
れ
」

と
曖
昧

に
し
か
書

か

れ

て

い
な

い
。

医

院

で
父

の
死
が

目
前

で
あ

る

こ
と

を
宣

告
さ

れ
た

「私

」

は
、

忍
び
笑

い
す

る
看

護
婦

を

見
て

「
私
と
彼

等
と

の
間
に
あ

る
差

異

は
、

生

の
方

へ
繋

が

る
も

の
と

死

の
方

へ
繋

が

る
も

の
と

の
、

絶

間
な

く

増

し

て
ゆ
く

そ
れ

」

で
あ

る
と
認

識

し
、
咲

き
乱

れ

る
八
重
桜

を

目

に
し

て

「
こ
れ
ら

の
花

の
息
詰

ま

る
生
殖

の
狼
雑
さ

を
、

人

は
怪

し

ん

で
ゐ
な

い

の
だ

ろ

う

か
」

と
感

じ

る
。

「私

」

は

「生

」
を

楽

し

む
普

通

の
状

況

か
ら
断
絶

さ

れ
、

死
を
身

近

に
抱

え
る

こ
と

で
、

人

の
気

づ

か
ぬ

生

の
狸
雑

な

本
質

を

認

識

し

て
い

る
。

「
桜

は
咽

せ

か

へ
る
や

う

に
花
粉

を
撒

き
な

が
ら
無

言

の
う
ち

に
生

殖

し
生
殖

し

そ

し

て
生
殖

し

て

ゐ
る
」

「総

て

の
花

や

女
等

は
な

に

か
を

分
泌

し
、

分
泌

し
て
奉

の
重

い
空
気

を

一
層
重

苦

し
く

し

て
ゐ
る

」
と
、

生

が

自

分

を
圧

迫

し

て
く

る

こ
と
を

語

り
、

「だ

が

そ

の
春

は

私

の
も

の

で
は
な

い
」

と
し

て
、
自

分
が

生

か
ら

断
絶
さ

れ

て

い
る

こ
と

を
述

べ
て
、

父

の
こ
と

が
語
ら

れ

る
。

父
は
、

私

の
前

に
置

か
れ

る
総

て

の
も

の
に
激

し

い
錯

乱

を
与

へ
る

の
だ
。

私

の
顔

の
筋

肉
も

、

私

の
腕

の
動

き
も

、
私

の
感

情

も
、

目

の
前

に
あ

り
な

が
ら

ど
う

し

て
も
掴

む

こ
と

の

で
き

な

い
苛
立

た

し

い
正
体

の
不
確

か
な
春

の
方

に
溺
死
者

の
や
う

に

手
を
差
伸

べ
、
そ

し

て
絶

対

に

そ
れ

か
ら
拒

ま
れ

て
ゐ

る

の

だ
。

春

は
私

に
と

つ
て
異

邦
人

の
祭
典

に
す

ぎ

な

い
。

そ

れ
は
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隠

微
な
、

好
色

な
、
極

彩
色

の
、

だ
ら

け
た
、

動
物

や
植

物
や

人
間
共

の
歓
楽

だ
。

そ
れ

は
谷
底

に
あ

る

こ
の
小
さ

な

町
ぢ
う

に
群
れ

て
湧

き
立
ち
な

が

ら
あ
ふ

れ
、
腐

れ

か
か

つ
た
も

の
に

は
、

蛆

を
湧

か
せ
、
沈

黙

し
て

ゐ
る
も

の
に

は
狂
気

の
偏

執
を

与

へ
、

死
に

か
け
た
も

の
に
今

一
度

生

の
喜

び
を
窺

は
せ

、
生

物

の
粘
膜

の
分
泌

を
盛

に

し
、

至

る
と

こ
ろ

の
土
か

ら
樹
皮

か

ら
新

し

い
芽

を
吹

き
出

さ

せ
て
、
私

の
肉

身

の
ま

は
り
に

渦
巻

き
、

私

の
情

緒

の
襲

に
浸
透

し
な
が

ら
洪

水

の
や
う

に
流
さ

れ

て
ゐ
る
。

こ

の
表

現
は
、

昭
和

三
年

十

二
月
に
伊

藤

と
縁

の
深

い

「詩

と
詩

論
」

に
掲
載

さ

れ
た
梶

井
基

次
郎

「
桜

の
樹

の
下

に
は
」

を
下
敷

き

に

し
た

も

の
と
想

定

さ

れ
る
。

「
若

い
詩

人

の
肖
像

」

に

は
、

同
年

春
、

伊
藤

が
梶
井

か
ら

「桜

の
樹

の
下

に
は
」

の
原

型
と

な

る

「伊

豆

で
考

へ
た
空
想

的
な

作
品

の
テ
ー

マ
」

を

示
さ
れ

た

こ
と
を

詳
述

し

て
お
り
、

印
象

が
強

か

っ
た
と
思

わ
れ

る
。

お
ま

へ
、

こ

の
燗

漫
と

咲
き

乱
れ

て

い
る
桜

の
樹

の
下

へ
、

一

つ

一
つ
屍
体

が
埋

ま

つ
て
ゐ

る
と
想

像

し
て

み
る
が

い

い
。

何

が
俺

を
そ

ん
な

に
不
安

に

し
て

い
た

か
が

お
ま

へ
に
は
納
得

が

い
く
だ

ら
う

。

馬

の
や

う
な

屍
体

、
犬
猫

の
や

う
な

屍
体
、

そ
し

て
人
間

の
や

う

な
屍

体
、

屍
体

は
み
な

腐
燗

し

て
蛆
が

湧
き
、

堪

ら
な

く
臭

い
。

そ
れ

で
ゐ

て
水
晶

の
や
う

な
液

を
た

ら
た

ら
と

た
ら

し
て

ゐ

る
。
桜

の
根

は
貧

禁
な

蛸

の
や

う

に
、
そ
れ
を

抱
き

か

か
え
、

い
そ
ぎ

ん
ち
や

く

の
食
糸

の
や
う

な
毛

根
を

聚
め

て
、

そ

の
液

体
を

吸

つ
て

ゐ
る
。

何
が

あ

ん
な
花

弁
を

作
り
、

何
が

あ
ん

な
蕊

を
作

つ
て
ゐ
る

の

か
、

俺

は
毛
根

の
吸

い
あ
げ

る
水

晶

の
や
う
な

液
が

、
静

か
な

行
列

を
作

つ
て
、

維
管

束

の
な

か
を
夢

の
や
う

に
あ

が

つ
て
ゆ

く

の
が

見
え

る
や

う

だ
。

「
桜

の
木

の
下

に
は
」

は
、

死
と
生

と
が
繋

が

っ
て

お
り
、

死
が

生

み
出
す

「液
体

」

に
よ

っ
て
桜

の
美

し
さ

が
生

み
出
さ

れ

る
と
す

る
。

伊
藤

は
、

生
物

の
腐

乱
、

粘
液
質

の
液

体
と

い

っ
た

同
傾

向

の

用

語
を
用

い
な

が
ら
、

発
想

を
逆

転
さ

せ

て
、
生

の
華
麗

な
混

乱
が

死

に
働

き

か
け

、
生

の
ほ
う

へ
と

誘

惑

し
、

「私

」
が

そ

れ
に
惹

か

れ
な

が
ら

も
醜

悪
さ

を
感

じ
る
構

図

を
描

い
た
。

父

の
存
在

は

、

「
私
」

が

外
界

と

ど
う

関

係
す

る

べ
き

か
、

死

の

静
寂

に
身

を
お

く

べ
き
か
、

生

の
誘
惑

に
身

を
委

ね
る

か

に

つ
い
て

激

し

い
混

乱
を
与

え

て

い
る
。
生

か

ら
は
拒

ま
れ

て

い
る
と

一
応

認

識

は

し

て

い
る

も

の

の
、

狼

雑

な

生

の
世

界

が
、

死

の
側

に

あ

る

「私

」
を
惑

乱
さ

せ

る
。
さ

て
こ

の
箇

所

は
初
出

で
は

父
は
、

私

の
前

に
置

か
れ

る
総

て

の
も

の
か

ら
激

し
く

私
を
引

戻
す

の
だ
。

私

の
顔

の
筋
肉

を
も

、
私

の
腕

の
動

き
を
も

、
私

の
目

の
中

に
あ

る
感
情

の
種

類
を

も
、
寝

て
ゐ
る

父
が
支

配

し

て
ゐ

る
。
春

は
私

に

と

つ
て
異
邦

人

の
祭
典

に
す
ぎ

な

い
。

そ
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れ

は
隠

微
な
、

好
色

な
、

極
彩

色

の
、

だ

ら
け

た
、

生
物
や

人

間

等

の
歓

楽
だ

。

そ
し

て
、
け

き

よ
、

け

き
よ

、
け

き
よ
、

け

き

よ
、

と
け

た
た
ま

し
く

哺
く

父

の
頭

の
上

の
鶯

だ

け
が
、

私

の
内
面

に
あ

る
た
だ

ひ
と

つ
の
春

の
姿

だ
。

そ

れ
が
総

て
の
戸

外

の
春

へ
間
接

に
私

を
結

び

つ
け

て
ゐ

る
だ

け
だ

。

と
あ

る
。

春

は
父

の
存
在

と
逃

れ
が

た
く
結

び

つ
き
、

愛
す

る

こ
と

が

で
き

な

い
と
思

っ
て

い
る

父

の
死

の
近

い

こ
と

が
、

自

己

の
行

動

を

規
制

す

る
。

「私

」

は
自

分

が
生

に
酔

う

こ
と

の
で
き

な

い
状

況

に
あ

る

こ
と

を
受
け

入
れ

て

い
る
。
そ
し

て
横
溢

し
た

生

の
世
界

が
、

自
分

に

働
き

か
け

て
く

る

こ
と

も
な

い
。

改

稿

で
は
、

父

は
こ

こ

で
は

「私

の
前

に
置

か
れ

る
総

て

の
も

の

に
激

し

い
錯

乱
を
与

へ
る
」
存
在

と

な

っ
て

い
る
。

父
は

「
私
」

と

世
界

と

の
関
係

を
混

乱
さ

せ

る
。

単

に

父

の
死
期

が
迫

っ
て

い
て
、

そ
れ

故

の
自
制

が

「
私
」

の
欲

望

の
儘

の
行

動
を

抑
制

し

て

い
る
と

は
限

ら
な

い
と

い
う

こ
と

に
な

る
。

皿

自
然

に
よ

っ
て
感
情

を
掻

き

乱
さ

れ
た

「私
」

は
、

次
章

で
、

こ

れ
ま

で

の
家

庭

に
お

け
る
静

誼
な

態
度

か

ら
逸
脱

し

た
行
動

を
と

り

始
め

る
。
父
が
自

分

の
死

の
近

い

こ
と

を
判

っ
て

い
る

の
か

と
思

い
、

も
う

一
週

間
、

と
父

に
知

ら
せ

て
や

る
と

し
た
な

ら
ば
、

と

思

つ
て
見

て
、
私

は

父
を
失

ふ
自

分
を
忘

れ

よ
う

と
し

て
ゐ

た

の

に
気

が

つ
い
た

。

父
を
失

は
う

と

し
て

ゐ
る

の
は
私

か
。

そ
う

だ
。

お
前

だ
。

そ
れ

な

の
に
私

は
自
分

自
身

の
こ
と

を
さ

て
措

い
て
、

父

の
気

持
ち

だ
け

を
推
測

し
て

ゐ
る
。

「私

」
は
自

分
が

父

の
死
を
肉

親

ら

し
く
悲

し

み
を
持

っ
て
受
け

止

め
ら

れ
な

い

こ
と

に
突

然
気

づ
く
。

初

出

で
は
末

尾
は

「そ

れ
な

の
に
私
自

身

が
そ
れ

で
何

の
打

撃
も

う
け
な

い
か

の
や
う

に
、

父

の

気
持

ち
だ

け

を
推
測

し

て
ゐ

る
」

と
な

っ
て

い
て
、
自

分

が

父

の
死

と

い
う

現
実

に
対

し
て
、

少
な

く
と

も
意

識
的

に

は
衝
撃

を
受

け

て

い
な

い
こ
と

に
愕

然

と
す

る
姿
勢

が

よ

り
明
確

に
な

っ
て

い
る
。
初

出

で
は

こ

こ
で

こ
の
場

面
は
終

わ
る
。

と

こ
ろ
が
改

稿

で
は

「
N
家

か
ら

の
借

金
や

G
の
畑
地

の
問

題
」
に

つ
い
て

「何

時

期
限

が
来

て
、

ど

ん
な

不
利

な

条
件

に

な

る
か

も
解

ら

な

い
」
、

父
が

「
そ
れ

を
ど

う

し
ろ

と
か
ど

う

し
た

い
と

い
ふ
訳

で
も
な

い
」

こ
と
を

高

い
声

で

話

し
出

す
。

言

い
た

い
と
考

え

て

は

い
な

い
が

、

「
言
葉

が

止

め

る

暇
も

な

く
自
分

の
口
か
ら

飛
び

出
し

」

て
く

る
。

父
に

対
す

る
残
虐

な
心
情

、

こ
れ

は

こ

の
時
点

で
突
如

誕
生

し
た

も

の

で
は
あ

る
ま

い
。
自

然

は

こ
れ

ま

で
、

「知

つ
て
る
ぞ

、

知

つ

て
る
ぞ
、
」
と
語

り
か

け

て
く

る
よ

う

に
思

わ
れ
、
春

の
混
乱

が

「私

の
肉
身

の
ま

は
り

に
渦
巻

き
、

私

の
情

緒

の
襲

に
浸
透

し

な
が

ら
洪

水

の
や
う

に
流

れ
」

て

い
た
。

こ
れ

は
意
識

下

に
潜
在

し

て

い
た

父

へ
の
感

情

が
、
自

分

が
死

に
ゆ

く
者
を

身
近

に
抱

え
な

が

ら
奉

の
風
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物

の
華

麗
な

世
界

に
惑

乱
さ

れ
る

こ
と

で
引
き
摺

り
出

さ

れ
て
き

た

も

の
と

い
え

よ
う

。
前

の
章

で
、
閑

古
鳥

の
声

に
よ

っ
て

「
抑
制

す

る

こ
と

も

で
き
な

い
感

情

」
を

掻

き
乱

さ

れ
、

「少

年
時

代

の
激

し

い
感
情

」

の
戦
き

と
と

も
に
蛇

を
殺

す
と

い
う
場

面
が

あ

っ
た
。

こ

れ
ら

は
初

出
に

お

い
て
は
、
単

に
幼

年
期

特
有

の
残
酷

な
性

格
が
揺

り
戻

し
た
だ

け
と

解
釈

で
き

る
が
、

改
稿

の
場
合

、

父
に
対
す

る
残

酷

な

感

情

の
伏
線

で
あ

っ
た

こ
と

が

こ
こ

で
明

ら

か

に
な

っ
て
く

る
。

「
私
」

は
深
夜

、

ひ
と
り
李

の
並

木

の
と

こ
ろ
ま

で
散
歩

に
出

か

け
る
。

そ

し
て
李

の
匂

い

の
中

に

「
私

の
感

情

の
酔

は
う
と

欲
す

る

も

の
の
全
部

が
そ

の
中

に
あ

る

の
を

」
知

り
、
幻

想

に
耽

る
。

私

は
花

の
匂

の
な

か
に
女

の
匂

を
捜

し
、

そ

こ
に
閃

き
す
ぎ

る

女

の
皮
膚

の
、
髪

の
、
性

の
匂

に
す

が

り

つ
い
て
眼

を

つ
ぶ
る
。

女

教
師

の
豊

か
な
腕

が
十

歳

の
私
を
押

へ
る
と
私

は
身

を
よ

ぢ

つ
て
反

り
か

へ
り
、

彼
女

の
内

懐

の
不
思
議

な
甘

い
匂

を
吸

ひ

こ
ん
だ
。

大

き
な
髪

の
束

が
象

の
や

う
な
女

の
耳

の
上

に
暗

い

陰

を

つ
く

つ
て
ゐ

る
。
む

つ
ち

り
と
白

い
肉

の
盛

り
あ

が

つ
た

女

巨
人
。

そ

の
女
教

師

の
燃
え

る
や

う
な
黒

い
眼

が

い
ま
闇

の

な

か

に
瞬

く
。

彼
女

は
私

を
追

ひ
か

け

る
。

私

は
彼
女

を
見

上

げ
な

が

ら
櫟

ら
れ

る

の
を
拒

む

よ
う

に
身
を

す
く

め

る
。

彼
女

の
黒

い
眼
が

闇

の
中

に

一
杯

に
な
り
、

そ

の
手
と

胸
と

袴

の
下

の
腹

部

と
が

私
に
掴

み

か
か

つ
て
く

る
と
き

の
戦

く
や

う
な

快

感

。

そ
れ

は
ま
た

中
学

生

の
私

の
洋
服

を
借

り
て
着

て
歩

い
た

親
戚

の
年
上

の
娘

、
彼

女

の
肋
膜

の
た

め
に
紅

潮

し
た
頬

、
私

が
引

つ
か

き
ま

は
し

た
彼
女

の
曳

出

の
中

の
人
形
、
空

の
封
筒

、

貝
殻
、

ク

リ
イ

ム

で
あ

り
、

彼
女

の
髪

を
う
ま

く
私

の
帽

子

の

中
に

入
れ

て
や

る
と

き

の
無
意

味

な
ほ
う

り
出

し
た

い
や

る
せ

な
さ

で
あ

る
。

そ
れ

は
私

に
か
ま

つ
て
く
れ
な

い
姉

の
友

達
等

の
消

え
た
笑

声

で
あ

る
。

そ
し

て
突

然

そ
れ

は
悪

し
み
を

も

つ

て
私

が
投
げ

出

し
た
女

の
記
憶

で
あ
り
、

私

の
頭

に
今
な

ほ
満

ち

て
ゐ

る
女

性

の
群

で
あ

る
。

こ

の
部

分

の
初

出
を

次

に
掲
げ

る
。

女

教
師

の
豊

か
な

腕

が
、
十
歳

の
私
を
押

へ
る
と
き

私

は
そ
り

返

つ
て
髪

の
匂
を

嗅

い
だ
。

大
き

な
髪

の
束
が

、
象

の
や

う
な

女

の
耳

の
上

に
あ

つ
た
。

祭

礼
に
白

粉

を
塗

つ
た
姉

の
友
達

が

い
た
。

姉

の
友
達

は

私
を
追

か
け

た
。
中
学

生

の
私

の
洋

服
を

着

て
歩

く
親

戚

の
大

き
な
女
学

生

が
ゐ

た
。

そ
し

て
私
は

、
あ

る

ひ
と

の
眼
を

見
る

こ
と
を
怖

れ
、

そ

の
人

の
こ
と

を
誰

か
が

話
す

の
を
聞

い
て
顔

を
赤

ら

め
た
。

そ

れ
ら

の
女
性

が
私

の
情

感

を

埋
め

た
や
う

に
李

の
匂

は
私

を
満

た
し

て
ゐ

る
。

初

出
は

過
去
形

の
文

と
な

っ
て

い
て
、
女

性
と

の
間

に
交
わ

さ
れ

た
甘

美
な
体

験

を
追
想

す

る
形
を

と

つ
て

い
る
。

こ
れ

に
対

し

て
改

稿
さ

れ
た

も

の
は
、
体

言

止
め
、

単
語

の
羅

列
を

用

い
て

「
私
」

の

脳
裏

に
断
片

的

に
浮

か
ぶ
映

像
を
連

続

さ
せ

て

い
る
。

こ
れ

は
、
ジ
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ヨ
イ

ス
な

ど

に
学

ん
だ
内

的
独

白

の
手
法

が
応
用

さ
れ

て

い
る
と
考

え

ら
れ

る
。
佐
藤

朔
が

「詩

と
詩

論
」
十

四
号

(昭

和
六

年
十

二
月
)

に

「
モ
ノ

ロ
オ
グ

ア

ン
テ
リ

ゥ

ル
」

で
ま
と
め

た
、
デ

ュ
ジ

ャ
ル

ダ

ン
に
よ

る
内

的

独
白

の
定

義

を
引

く

と
、

「無

意

識
に

最
も

近

い

パ

ン
セ
」

「も

っ
と

も

文
章

的

で
な

い
や

う

に

し
た
直

接

句

で
表

現

さ

れ
る
」

と

あ
り
、

改
稿

の
、

断
片
的

羅

列
的
な

表
現

は

こ
れ
に
合

致
す

る
と

思
わ

れ

る
。

初

出
よ

り
も
改

稿

の
方
が
、

本

人

の
意

識
的

操
作

を
介

さ
ず

に
勝

手

に
過
去

が
思

い
出
さ

れ

て
く
る

と

い
う

意
味

合

い
が
強

ま

ろ
う
。

内

容

面

で

は
、

よ

り
自

己

の
欲

望

の
対
象

を

大

胆

に
描

写

し

て

い
る

の
が
わ

か

る
が

、

甘
美

な
記

憶

の
記
述

の
後

で
突

然

、

「
悪

し

み
」
が
想

起
さ

れ

る

こ
と

が
注

目
さ

れ
る
。
太

田
鈴

子
氏

の
よ
う

に
、

こ
の
時

点

で

「
私
」
が

父

へ
の
憎

悪
を

同
時

に
表

出
し
た

と
認

め

る

べ
き

か
は
本

論

で
は
判

断
を

留
保

す

る
が
(七
)、
自
然

が
、
単

に

「私

」

を
酔

わ
す
だ

け

で
な
く

、
自

分
を

苦

し
め

る
感
情

を
別
挟

し

て

い
る

こ
と

は
注
意

す

る
必
要

が
あ

る
。
す
な

わ
ち

、
続

い
て

「
私
」
は

「
父

は
ど
う

し

て
ゐ

る
か
。

眠

つ
て
、

死

の
前

の
不
安
な

呼
吸

を
喘

い
で

ゐ
る
。

お
前

は
誰

だ
。

そ

の
父

の
子
だ
。

今

死
な
う

と

し

て
ゐ
る
者

の
子

が
此
処

の
花

の
な

か

で
眼
を

つ
ぶ

つ
て
ゐ
る
。

こ

の
李

の
匂

の

な

か

に
ゐ

る
、

こ

こ
に

私
を

と
り
巻

い
て
ゐ

る

の
は
何
だ
。

女

ど
も

だ

。
数

限
な

い
、
裸

形

の
、
匂

を
ま

き
散

ら
す

妖
精

ど
も

だ
」

と
、

父
よ

り
も
女

性

へ
と
自

分

の
心

が
誘

引
さ

れ

て

い
る

の
を
意

識

し
、

「私

が
父

を
愛

し
た
と

い
ふ
記
憶

を
持

た
ず

に
死

ん
だ
と

い
ふ

こ
と

も
人

々
に
気

づ

か
れ
ず

に
終

る
」

と
、
自

分

が
父

を
愛

し

て
い
な

か

っ
た

こ
と

が
、
改

稿

で
は

こ
こ

で
初

め

て
明

確
に

示
さ

れ

る
。

李

の

匂

と

い
う
自

然

に
酔
お

う
と
す

る
な

か
で
誘

発
さ

れ
た

「悪

し

み
」

「女
性

の
群

」

の
記
憶

が
、
自

己

の
父
か
ら

の
離

反

の
気
持
ち

を
引

き
出
す

と

い
う
流

れ
が

形
成
さ

れ

て

い
る
。

初

出

の
場

合
、

こ
う

し
た
連

関

は
は

っ
き

り
し

て

い
な

い
。

改
稿

で

「
私

の
感

情

の
酔

ほ
う
と
欲

す

る
も

の

の
全

部

が
そ

の
中

に
あ

る

の
を
知

つ
た

」
と

あ
る

が
、

も
と

も
と

「感
情

」

は

「神

経
」

に
、

「知

つ
た

」

は

「
知

つ
て
満

足
し

た

」

に
な

っ
て

い
た
。

「満

足

し

た
」

と
あ

る

こ
と

で
、

よ
り
自

己
と
自
然

と

の
調

和
し

た
関
係

、
詩

集

で
語
ら
れ

た
、
自

然

に
対
す

る
自

己
開
放

の
姿
勢

が

明
確

に
あ

っ

た

こ
と
が

判

る
。

「感

情

」

へ
の
書

き

換
え

の
方

は
解

釈

が
よ

り
難

し

い
が

、
「
感
情

」
は

「
神
経

」
よ
り

も
、
人
間

の
内

面

に
お

い
て
、

理
性

に
よ

る
統
御

の
い

っ
そ
う

及
ば

な

い
次

元
に

属
す

る
も

の
を
意

味

す

る

と

い
え

る
。

こ
の
語

を

用

い
る

こ
と

で
、

「悪

し

み
」
、

改

稿

で

は
未
だ

明
確

に
把
握

さ
れ

て
い
な

い

「私

が

父
を
愛

し
た

と

い

ふ
記
憶

を

持

た
」

な

い
と

い
う

思

い
が

、

「私

」

の
意

識

下
か

ら
、

抑

え
よ

う
な

く
湧

き
上
が

っ
て
く

る

こ
と

が
自
然

に
示
さ

れ

る
と
思

わ

れ

る
。

そ

も
そ
も

初
出

の
場
合

「
私
」

は
既

に
自

分
が

父
を

愛
し

て
い
な

い

こ
と
を
作

品

の
前
半

で
宣

言

し
て
お

り
、

こ

こ
で
は
女

性

と

の
甘

美
な

記
憶

に
酔

っ
て
、

「
お

前

は
誰

だ
。

そ

の
父

の
子
だ

。
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父
を
愛

し
た

と

い
ふ
記
憶

を
持

た
な

い
子
だ
。

あ

の
父

は
、
今

死
な

う

と

し
て
、

し
か

も
子

に
愛

さ

れ
ず

に
ゐ

る
」
と
、

自
分

の
置

か
れ

た

状

況
と
現
今

の
行

為

の
断
絶

を
改
め

て
確

認
し

て

い
る
に
過
ぎ

な

い
。

W

「私
」

は
、

父

の
愛

す

る
鶯

の
声
を
聞

き
な

が
ら
自

室

に
寝

て

い

る

。

「鶯

の
声

は
、

十

五
歳

の
私

が
眼

覚

め

る
朝

の
や

う

に
、

私

の

幼
稚

な
情

感
に

切
な

く
訴

へ
た
。

私

は
真

っ
青

な
蕗

の
葉

の
下

を
、

蛙

の
や
う

に
、
棄

て
ら

れ
た

小
人

の
や
う

に
迷

つ
て
歩

い
て
ゐ

た

の

か
も

し
れ

な

い
」

と
、

少
年

期

に
親

し
ん
だ

風
物

の
な
か

に
自

己
を

開
放

し
よ

う
と
す

る

か

の
よ

う

に
記
述

は
始

ま
る
。

し
か

し
そ

れ
は

裏

切
ら

れ

る
。

「
け

き
よ

、
け

き

よ
、

け
き

よ
、

け

き

よ
と

、

そ

の

終
な

い
繰

返
し
が

私

の
軟

い
触
感

の
節
を

震

は
せ

る
。

私

は
眼

の
前

に
白

い
花

の
や
う

な
も

の
を

見

る
。

す

る
と
私

の
耳

へ
咳

を
す

る
音

が
、
力

な
く

い

つ
ま

で
も
咳
き

つ
づ
け

て
ゐ

る
父

の
声

が
聞

え

る
」
。

父

の
臨
終

の
場

で
鶯
が
鳴

く

と

い
う

光
景

は
、
曽

根

氏
が
指

摘

し
た

よ
う

に
伊

藤

の
詩

に
も

歌

わ

れ

て

い
る

(八
)。

そ

の
作

品

の
中

で
は

鳴

き
声

が
特

定

の
感
情

を
誘

発
す

る

こ
と

は
な

か

っ
た

。

少
な
く

と

も
書

き
込
ま

れ

る

こ
と

は
な

か

っ
た

。
小

説

で
は
鶯

の
声

は
父
を

思

い
出
さ

せ
、

父

に
対
す

る
真

の
感
情

を
認

識
さ

せ
る
。

そ

の
咳

は
眼

に
見
え

ず
、

私

の
夢

の
な

か
に

も
眼
覚

め

の
な

か

に
も
織

り

こ
ま

れ

て
ゆ
く

の
だ
。

父

の
苦
痛

に
歪

ん
だ
麻

痺
的

な
表

情

が
私

の
顔

の
隅

々
に

ひ
そ
み
、

私

の
肉

身

の
す

べ

て
の

非
力

な
敗

北
感

と
、

私

の
精

神

の
見

る
に
耐

へ
な

い
卑
屈

さ
と

に
、

私

は
ま

ざ

ま
ざ

と

父

の
属
性

を
見

る

の
だ

。

父

の

「咳

」

の
音

が
、

払

い
よ
う
な

く
自

己

の
存

在

の
中

に
位
置

を
占

め
、

父

の
醜
悪
な

属

性
が
自

分

に
そ

の
ま
ま
受

け
継

が
れ

て

い

る
こ
と
を

想
起

さ

せ
る
。

し
か

も
そ

れ
は

「
嘲
笑

を
脊

に
し

て
逃
げ

去

る
私

の
姿

は

同

じ
場

合

の

父
の
身

の
曲

げ
方

」

「
哀

な
闘

争

慾

に

駆

ら
れ

て
私
が

人

に
振

り

あ
げ

る

の
は
父

の
み
じ

め
な
細

い
腕

」
と

非
常

に
具

体
的

に
提

示
さ

れ
、

父

の
生
涯

に

つ
き
ま

と

つ
た
と

同
じ
蹟

き
が
、

屈
服

が
、

妥
協

と
誤
魔

化

し
が
、

無

限
に

私

の
生

活
を

待

つ
て
ゐ

る
。
そ

れ

の

一
つ

一
つ
に
耐

へ
ね
ば

な

ら
な

い
無
数

の
日

々
が
私

に
や

つ
て

来

る
。

私

は
私
自

身

か
ら
す

ら

飛
び
去

り
た

い
の
に
。

父
が
戦

つ
て
来
た

と

い
ふ
だ

け

の
理
由

に
よ

つ
て
平
穏

に

い
ま
去

つ
て

ゆ
く

の
は
宜

い
。

だ

が
そ

の
枷
を

身

に

つ
け

て
あ
な

た

の
子

は

す

で
に

こ
こ
に

ゐ
る

の
だ
。

と
、

耐
え
難

い
父
と

の
同
族

性

は
、

そ
れ
を
悲

し

ん
だ

り
、
自

分

の

性
格

を
責

め
た

り
す

る
方
向

に
向

か
わ

ず
、

父

へ
の
呪

誼

へ
と

展
開

さ
れ

る
。
「
幼
稚

な
情

感
」
に
訴
え

て
き

た
筈

の
鶯

の
声

は
、
遂

に
、

「
私
」
の
中

に
潜
在

し

て

い
た

父

へ
の
憎
悪

を
顕

在
化

さ

せ
て

ゆ
く
。
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父
親

憎

悪

の
心
情

を
見

出

し
た

「私

」

に
、

「け

き

よ
、

け
き

よ

、

け
き

よ
、

け
き

よ
、

け
き

よ
、

け
き

よ
」
と

「鶯

が

そ

の
鋭

い
鳴

声

を
刺

込
」

ん

で
く

る
が
、

こ
れ

は
父

の
属
性

か
ら
永

続
的

に
呪
縛

さ

れ
続

け
ね

ば
な

ら
な

い
自

己
を
暗

示

し

て
い
る
と
考

え

ら
れ

よ
う
。

作

品

の
前
半

の
描

写
を
振

り

返

っ
て
み

る
。
山

田
昭

夫
氏

は
蛇

に

石
を
落

と
す

記

述

に
関

し

「
〈蛇

〉

は

〈私
〉

の
心

の
中

の
醜

い

エ

ゴ

の
似
姿

で
あ

り
、

そ

の
姿

は
自

己
抹

殺
衝

動

の
変
形

に

ほ
か
な

ら

な

い
」

と

述

べ

〔九
H、

ま

た

「知

つ
て
る

ぞ
、

知

つ
て
る

ぞ
」

の
部

分

に
お

い
て
、
曽

根

博
義

氏

は

「
「
私
」

は
、

他

人

を
怖

れ
な

が

ら

も
、

心

の
隅

で
、

自

分
以

外

の
誰
か

に
見

ら
れ
、

裁

か
れ
、

罰

せ
ら

れ

る

こ
と

を

望
ん

で

い
る
」

と
す

る

(+
)。

し
か

し
、

そ

う

し
た

自

責

の
思

い
は
改
稿

後

の
本

文

で
は

一
箇

所

の
例
外

を
除

い
て
消
去

さ

れ

て

い
る
と
考

え

て
よ

い
。

そ

の
思

い
は
寧

ろ
初

出

に
お

い
て
、

更

に
抑

制
さ

れ
た

調
子

で
述

べ
ら

れ

て

い
る
。

初

出

で
は
、

父

は
私
が

十
五
歳

の
時

の
や
う

に
、

早
く
起

き

て
庭

の
樹

に
水

を
や

つ
て
ゐ

る
の

で
は
な

い
。

そ

の
父
は
、

今

日
に
も

世
を

去

ら
う

と

し
て

ゐ
る
。

こ

の
日
に

な

つ
て
も
、

母

は
休

み

の
日

の

習
慣

ど

ほ
り
私

が

目
覚

め

る
ま

で
私

を
起
さ

ず

に
ゐ

る
。

母
は

知

つ
て

ゐ
る

の
だ
ら

う
か
。

黙

つ
て
ゐ

る
だ

け

で
、
本

当

は
父

を

失

ふ
悲

し

み
を

感

ず

る

こ

と

の

で
き

な

い
私

の

こ
と

を

。

(略

)
私

は

父
の
顔

を
正
視

す

る

に
耐

へ
な

い
の
だ
。

そ
れ

を

私

は
自

分

に
愛

が
な

い
か
ら

だ
と

思

つ
て
ゐ
る
。

だ
が

そ
れ

は

私
自
身

の
中

に
あ

る
あ

ま

り
多
く

の
父

の
属

性

の
た
め

で

は
な

い
か
と

、
考

へ
る

こ
と
も
あ

る
。

父

は
死
ぬ
。

し
か
も

な

ほ
父

の
悩

み
と

し
た

こ
と

が
私
自

身

の
死

の
際
ま

で

父
と

同
じ
や

う

に

つ
い
て
ま
は

る
だ

ら
う
。

私

に

つ
い

て
父
が
終

り

に
な

る

こ

と

は
無

い

の
だ
。

父

よ
、

そ
れ

を
赦

せ
。

と
な

っ
て

い
る
。

改

稿
と

同
じ

く
鶯

の
声
が

初
め

「幼

稚

な
情

感
」

に
訴

え

る
。

し
か

し
そ
れ

が
ま
ず

想
起

さ

せ
る

の
は
意

識

の
底

に
眠

る
感
情

で
は
な

く
、

現
在

の
父

の
状

況
が

少
年
時

代

と

は
異
な

っ
て

し
ま

っ
て

い
る

こ
と

で
あ

る
。

い
ま

や

父
は
庭

木

に
水
を

や

る
体
力

は
無

い
。

そ

の
父

の

こ
と
を

思

い
、

「
私
」

は
自

分

が

父
を

愛

し

て

い
な

い
こ
と
を
肉

親

が
知

っ
て

い
る

の
で
は
な

い
か

と
考

え
、

改
め

て
父

へ
の
愛
情

の
欠

如
に

つ
い
て
内

省
す

る
。

そ

の
原
因

を
自

分
が

父

の
属
性

を
多

く
受

け
継

い
で
し
ま

っ
た

こ
と

で

は
な

い
か
と

推
測

す

る
が
、

父

の
属
性

が

い
か
な

る
も

の
か
説
明

は
さ

れ
ず

、

そ
れ
が

醜

い
か

ら
と

い
う
よ

り

は
、
た

だ
あ

ま

り
に
自

分
が

父
と

似

て

い
る

こ
と

へ
の
反

発
か
ら

、

父
を
愛

せ
な

く
な

っ
て

い
た

と
解

釈
す

る

こ

と
も

で
き

る
。

初
出

本
文

に
、

父

へ
の
憎

悪
を
読

み
取

る

こ
と

は

で

き
な

い
。

そ
れ
ば

か
り
か

、

父
が
悩

ん
だ

の
と

同

じ
属
性

を
自

分
が

死
ぬ

ま

で
受
け
継

い
で

し
ま
う

こ
と

に
対

し

て
許

し
を
請

う

て
さ
え

い
る
。

更

に

こ

こ
で
は

、

「
考

へ
る

こ
と
も

あ

る
」

と

い
う

言
葉

が

注

目
さ

れ

る
。
自

分

の
父

に
対

す

る
感
情

に

つ
い
て
、

「私

」

は

こ

.:



れ
ま

で
も
省

み

て

い
た

こ
と

が

は

っ
き

り

判
る

。

「
私
」

が
夜

、

李

の
匂

い
に
囲

続
さ

れ

る
時

、

「
神
経

」

と

い
う
語

が

使
わ

れ

た

こ
と

も
説

明
が

つ
く
。

こ
の
時

「
私
」

は
愛
情

の
欠
落

に

つ
い
て
内
省

し

て

お
り
、

そ

の
悩

ま

し
さ

を
緩

和

し
た

く

て
、

「酔

ほ
う

と

」

し
た

と

い
え
る
。

初

出

で
も
鶯

は
鋭
く
鳴

き
声

を
た

て

る
。
そ

の
声

を
聞

き
、
「
私
」

は

「
も
う

一
滴

の
涙
」

を
溢

れ
さ

せ
る
。

そ
れ

は
、
受

け
継

い
だ

属

性
を
受

け

入
れ
ら

れ
な

い
息

子

の
、

父
に

対
す

る
悔
悟

の
念

が

そ
う

さ
せ

て

い
る
と
解

釈
さ

れ
る
。

最

終
章

で
、

「
私

」
は

母
に
命

ぜ

ら

れ

て

「チ

チ

キ
ト

ク
」

の
電

報
を
書

き

に
郵
便

局

へ
出
か
け

る
。

処

々
白

と
赤

の
花

を

つ
け

て
、

遅

い
春

の
緑

が
、

こ
の
町

の
周

囲
を

一
面

に
埋
め

て
ゐ

た
。

そ
れ

の
吐
き
出

す
息

づ
ま

る
や
う

な

酸
素

が
谷

底

の
町

の
方

へ
重

々
し

く
停
滞

し

て
、

そ
れ

に
耐

へ
ぬ
も

の
は
死
な

ね
ば
な

ら
な

い
や
う

で
あ

つ
た
。

初
出

と
改

稿
と

に
異

同
は
無

い
。

し
か

し

こ
の
、
自
然

が

「私

」

を

圧

迫

し

て

く

る
点

の
解

釈

は
大

き

く

異
な

っ
て

く

る
と

思

わ

れ

る
。

初

出

で
は
、

父
を
愛

す

る

こ
と

が

で
き

な

か

っ
た

と

い
う
自
責

の
思

い
に
よ

つ
て
、

生

の
華
麗

さ
、

狸
雑
さ

に
惹

か
れ

た
自

分
を
苦

痛

に
感

じ

て
い
る
。

こ
れ

に
対

し
改
稿

の
場

合
、

父

の
醜

い
属
性
を

受

け
継

い

で
生

き

て
ゆ
か

ね
ば
な

ら
な

い

「
私
」

は
、
生

の
世
界

に

絶

対
的

に
拒

ま
れ

て

い
る
よ
う

に
感

じ
て

い
る
と

看
倣

せ
よ

う
。

V

「
生
物

祭
」

の
描

く
世

界
は
、
多

く

を
詩
集

「雪

明

り

の
路

」
と

共
有

し

て

い
る
。
落
葉

松

の
林
、
李

の
香

り
、
虎

杖

や
蕗

と

い

っ
た
、

幼

少
期

か

ら

親

し

ん

で
き

た

素

材

が
美

し
く
描

か
れ

る

。

そ

し

て

「私

」
は
当

初
、

そ

の
風
物

の
中

で
自

分

の
感
情

を

解
放

し
よ

う
と

す

る
。

し
か
し
、

作

品

の
初

出

と
改
稿

と
を

比
較

し
た
と

き
、

こ
の
風
物

の
持

つ
役
割

に
変

更
が

生

じ
、
作

品
全
体

の
解
釈

も

大
き
な

変

更
を

迫
ら

れ
る

こ
と
が

解

る
。
初

出

の
場
合
、

既

に
初

め

か
ら

「私

」
は

自
分

が
父

を
愛

し

て
い
な

い
こ
と

を
知

っ
て
お
り
、

自
然

に
取

り
囲

ま
れ

そ

の
生

の
華

麗
さ

に
幻
惑

さ

れ
な

が
ら
、

そ

の
こ
と

の
是
非

に

つ
い
て
思

い
を

巡
ら

し
て

い
る
。

そ
し

て
死

に
行
く

父
よ

り
も

生

の

世
界

へ
惹

か
れ

る
自
身

に
対

し
自
責

の
念

を
覚

え

る
。

一
方

改
稿

の

場
合

、

「
私

」

は
父

か
ら
逃

げ

る

よ
う

に
自

然

の
中

へ
と

足
を
踏

み

入
れ
、

そ

こ

で
感

情

の
奥
深

い
部
分

を
揺

り
動

か
さ

れ
、
徐

々
に

父

に
対

す

る

残
酷

な

感

情

が

露

出

し

て

い
く
様

子
が

描

写

さ
れ

て

い

る
。

つ
ま

り
、
自

然
は

、
自

分

の
感

性

を
開
放

す

る
場
か

ら
、
自

分

が
正

面
か
ら

向
き

合

っ
て

い
な

い
醜

悪
な

感
情

を
引

き
ず

り
出

す
役

割

の
担

い
手

へ
と
変

貌
す

る
。

そ

し

て
父

の
醜

い
属

性
を

受
け

継

い

で
し

ま

っ
た

こ
と

に
対

し

て
父
に
僧

悪

を
感

じ
、
華

や

か
な
生

の
世
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界

か
ら

自
分

が
拒

否
さ

れ

て
い
る

こ
と
を

意
識

す

る
。

し

か
も

こ

の

拒

否

は
、
自

分
が

父

の
醜

い
属
性
を

継

承
し

て

い
る

(と
感

じ

て

い

る
)
と

こ
ろ
か
ら
来

る

以
上
、

父

の
死

に
よ

っ
て
解

放
さ

れ
る

も

の

で
は

な
く

な

る
。

「私

」

は
生

の
方

へ

「溺

死
者

の
や
う

に
手
を

差

伸

べ
」

な
が

ら
、
永

続
的

に

「絶

対

に

そ
れ

か
ら
拒

ま
れ

」
ね
ば

な

ら
な

い
と
感

じ
る

こ
と
が

予
見

さ
れ

る
。

父

へ
の
愛
情

の
欠

如
と

い
う
感

情

を
、
伊

藤

は

一
旦
意
識

下

に
潜

在
さ

せ
、

そ

し
て

そ
れ
を

次
第

に
明

ら

か
に

し
て
ゆ

く
。
無

意
識

の

世
界

を

記
述
す

る
と

い
う

手
法

を
、

彼

は
新

心

理
主
義

文
学

の
実

験

的

作

品

に

お

い

て
盛

ん

に
試

み

て

い
た
。

「
生

物
祭

」
、

特

に

そ

の

改
稿

版

の
独
特

な
点

は
、

そ

の
潜
在

意
識

を
白

日

の
下
に
さ

ら
す

こ

と

を
、

か

つ
て
は
感

情
を

開
放

す

る
場

で
あ

っ
た
自
然

が
行

っ
て

い

る
点

に
あ
る
。

自
然

の
好

情

は
、
も

は
や

悩
め

る
人

間

の
心

の
救

い

手
と

は
な
ら
な

い
。

昭

和
十

三
年

七

月
、

「文

芸

」

に
発

表
さ

れ

た

「
自
作

案
内

」

に

お

い
て
、
伊
藤

は

「
私

の
や
う

な
型

の
人
間

は
、

こ
の
か

つ
て
素

朴

で
あ

つ
た
現
象

を
感

覚
と

観
念

と

に
分
裂

さ

せ
、

そ
の
両
者

に

ま
た

が

つ
て
も

の
を
言

つ
て
ゐ

る
」

「
た
だ

一
つ
で
あ

つ
た

現
象

が
感

情

的
な

も

の
と

理
知
的

な
も

の
と

に
分

れ

て
し
ま

つ
て
ゐ

る
」
と

し
て
、

「
「生

物

祭
」

と

い
う

作

品

は
、

現
象

に
忠

実

に
従

つ
た
や

う

に
見

え

る
が

、
実

は
も
う

こ
の
分
裂

が
充

分

に

い
た

つ
て
ゐ

る
」
と
述

べ

て

い
る
。

こ
れ
は
時

期

か
ら

し

て
主

と

し
て
改

稿
後

の
も

の
を
指

し

て
い
る

と
み

て
よ

い
。
「私

」
の
感
情

は
確

か

に
描

か
れ

て

い
る
が
、

こ
の
作

品

の

「
理
知

的
」

な
も

の
と

は
何

を
指

す

の
か
。

改
稿

に
お

い
て
、
自

然

に
よ

っ
て
憎

悪
や

自
分

に

は
拒

絶
さ

れ

た
欲

望
と

い

っ

た
負

の
感

情

を
挟

り
出
さ

れ
た

「私

」

は
、

た
だ

そ

の
感
情

に
併

呑

さ

れ

て
足
掻

い
て

い
る

に
過
ぎ

な

い
よ
う

に

見
え

る
。

そ

の
意
味

で

は
、

「
好
情

的

」
と

い
う
評

価

も
強

ち

不
適

当

と
も

い
え
な

い
。

し

か

し
、

そ
れ

を
作
者

の
問

題
と

し

て
捉
え

る
と
、

主

人

公

の
潜
在

意

識

を
自

然

を
媒
介

と
し

て
析

出

す

る
態
度

を
、

「
理
知
的

」

と

解
す

る
こ
と

が
可
能

か
と

思
わ

れ

る
。

人

間

の
内

面

の
実

態
を

酷
薄

な
ま

で
に
明

ら
か

に
し

よ
う
と

い
う

姿
勢

は
、

そ

の
後

の

「
イ
カ

ル

ス
失

墜
」

「幽
鬼

の
街
」
な
ど

へ
と
引

き
継

が

れ

て
ゆ
く
。
そ

の
意
味

で
、

「生

物
祭

」

の
改
稿

は
、

初
期

伊
藤
整

の
大
き

な
転

機
と

捉
え

ら
れ

る
の

で
は
な

い
か
。
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