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Sur Ashizurimisaki (Le cap d' Ashizuri) de TAMIYA Torahiko 

一一一一 Entre le récit et le cinél脇

KAJlKAWA Tadashi 

Nous tenions ce récit écrit en 1947 pour un des chef-d' oeuvres de la 

Littérature ä Après-Guerr�. Mais avions-nous raison? Quand nous le 

co脚are à son adaptation à l' écran， ce chef-d' oeuvre se mét細orphose

en oeuvre de seconde classe. 
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31 小説と映画の間でについて田宮虎彦「足摺岬」

田山
内
自
由川山

立以
「

口比

捌拍
細川」

に
つ

い

て

1111

A中

立剤師
ーと

肺吹

而倒
爪り

問問
ポL

田
宮
虎
彦の
小
説
「
足
摺

岬」

の

た
か
い
小
説
であ
る。

た
とえ
ば 、

『
人
間』
昭
和
二四

年
十
月)
は世
評

(
初
出

田
宮
君の
『
足
摺

岬』
は雑
誌
に

出

た
時、
読ん
で、
うま
い
小
説だ
と
思っ

た

。
(
志
賀
直
哉
「
S
君
との
雑
談」
一

九
五
二年
七
月
『
中
央
公
論』
)

青
山
光
二氏か
ら
聞い

た
話
であ
るが、
雑
誌
『

人
間』
(
略)
編
集長
であ

っ

た
木
村
徳三
氏が、
そ
の
当
時、
原
稿「
足
摺

岬」
を受
け
取っ

た

あ
と、

「
田
宮が
い
い
作
品
を書い

た
よ。
名
作だ
よ」

と、
車両ば
れ
た
そ
う
であ
る。
(
中
略)
一

九
五
二年
『

文
芸』
一
二月
号
は、

中里
恒
子 、
平
野
謙 、
武
田
泰
淳
など一二
O
名の
文
学
者が
「戦後
作
品ベ
ス
ト

3」
をお
の
お
の
選ん
でい
るが、
そ
の
なか
で
は、
森
山
啓 、
上
林
暁が
「
足

摺
抑」
をあ
げ
て
い
る。
(
中
略)
文
章
も過
不
足の
ない
うま
い
水の
よう
な

見
事
な文
体
であ
る。
文
学
関
係
者
以
外
でも
愛
読
でき
るポ
ピュ
ラ
ー

に
な
る

べ
き
名
作の
すべ
て
を備え
て
い
る、
と
思
う 。

(
山
崎
行
雄
『
田
宮
虎
彦
論』

二九
1

三
十)

(
オ
リ
ジ
ン

出版セ
ン
ター・

九一
年)

一
p 

だが
果し
て
そ
う
なのか。
戦後
とい
う
時代が
完
全
に過
去の
もの
と
な
り、

戦後
四
十

年
以上つ 、、つ
い

た
昭
和
とい
う
時代の
検
討
も
始ま
っ

て
い
る現
在に
お

い
て
も 、
こ
の
作
品
はそ
の
評
価
を維
持
でき
るの
だ
ろ
うか。

梶
;Ir 

忠

ひ
とつ
の
例
を挙
げ
る。
倉
西
博
之
は「
『

足
摺
岬』

ノ
l
卜」

第
十
号・
金
欄
短
期
大学・
昭
和五
五

年
二月)
の
中
でつ
ぎの
よう
に
述べ
て
い

ヲQ 。

(
『

研
究
誌』

田
宮
虎
彦
氏の
代
表
作
とし
て
世
評の
高い
『

足
摺
岬』

を、
二十
余

年に
丁

寧に
読みか
えし
て
み

た

が、
こ
れが
果し
て〈
名
作V
と
言え
るのか
と、
疑

問
を覚え

た

。
ど
う
や
ら、
若

年
未
熟の
私
は、
作
者の
つ
ぼ
を心
得

た
畳間
り
く

ち
に、
手
も
な
くいかれ
てしま
っ

た
らし
い 。
と
はい
え 、
当

年の
私だ
け
で

な
く、
世の
活
眼の
土
にし
て、
今
なお
こ
れ
を〈
名
作V
とし
て
怪しま
ぬ
向

きが
多い
の
はど
うし

た
こ
とか。
軽々
に
断
ず
るこ
と
はでき
ないが、
世
評

は多
く好
意
的
に過
ぎ
る
よう
に
思
わ
れ
る。

(
p，
 

1 

、町、ー-

拙
論
で
は、
こ
の
「
足
摺
師」
を、
そ
の
映
画
化
作
品(
昭
和戦
前の
くらい
社

会
を懸
命
に
生
き
よう
と
するわか
い
男
女の
メロ
ド

ラマ)
と
比
較し
て
み
る。

小
説
よりも
客
観
性
を要
求
さ
れ
る映
画が、
小
説の
何
を取
り除
き 、
何
を付
け

加え

た
か
を検
討
するこ
と
で、
私が
小
説「
足
摺
岬」

に
抱い
た
疑
問 、
なぜ
足

摺
岬なのか、

なぜ
自
殺し
よう
とし

た
のか、
なぜ

老遍路が
唐
突
に
黒
菅
藩の

む
ざ
ん
な過
去
を語
り始め
るのか、
ど
うし
て
ヒ
ロ
イン
に
な
る
はずの
八重
は

影が
う
すい
のか、
など
を考
察し
て
み

た
い 。
さ
ら
に
こ
の
奇
形
小
説が
ど
う
し

て戦後

た
か
い
評
価
を受
け
てしま
っ

た
か
を推
測し
て
み

た
い 。
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ま
ず 、
けっ
し
て
多
く
の
人
が
見
て
い
る
と
は
い
え
な
い
映画
「
足
摺
岬」
(
近

代
映画
協
会
作
品・
監
督
吉
村
公
三
郎・
脚
本
新
藤
兼
人・
昭
和
二
九
年
五
月
封
切

り・
一
O
七
分)
を 、
で
き
る
だ
け
忠
実
に
要
約
し
て
お
く 。

(
「
菊
坂」
)
が
聞
こ
え
る。
新
聞
配
達
か
ら
帰り 、
夜
学へ
い
く

準備
を
し
て

い
る
福
井
に 、
浅
井
は
土
産
の
栗
を 、
仕
切
り
板
の
上
か
ら
渡
す
(
「

絵
本」
)

。

か
れ
ら
は一
部
屋
を
さ
ら
に
区
切っ
て
借
り
て
い
る
の
で
あ
る
(
「

絵
本」
)

。

栗
を
食べ
た
浅
井
は 、
咳
を
し
な
が
ら
ガ
リ

切
り
の
た
め
机
に
向
か
う 。
軍
隊
の

消
灯
ラ
ッ

パ
が
聞
こ
え
る。
夜
中 、
浅
井
の
鉄
筆
の
音
に
聞
き
入
る
文
春
(
「

絵

本」
)

。

東
大
の
安
田
講
堂
を
背
景
に
「
昭
和
九
年
冬
/
日
本
が
暗
い
谷
間へ
/
足
を
ふ

み
入
れ
た
頃

ll」
の
文
字 。

留
置
所
の
浅
井
政
夫
(
東大
生)
が
窓
か
ら
凧
を
み
て
い
る
と 、
看
守
の
声
が

す
る。
ア
カ
で
捕
まっ
た
と
い
う
ヒ
ソ
ヒ
ソ
声 。
引
き
取
り
に
き
た
母
と
神
田
界

隈
を
浅
井
が
歩
い
て
い
る
と 、
新
聞
配達
の
少
年
福
井
義
治
に
声
を
か
け
ら
れ
る。

浅
井
の
下
宿
(
窓
を
あ
け
る
と
墓
場)

。
浅
井
の
好
物
で
あ
る
栗
と
揚
げ
菓
子

を
母
は
風
呂
敷
か
ら
取
り
出
す 。
父
の
怒
り
を
心
配
す
る
浅
井 。
「
お
ま
え
が
大

学
を
出
て
く
れ
さ
え
す
れ
ば」
「
わ
し
や
そ
れ
だ
け
で
生
き
て
い
る」
「
お
父
さ

ん
が
ど
う
し
て
お
ま
え
を
憎
み
ん
さ
る
の
か
さっ
ぱ
り
わ
か
ら
ん」
な
ど
と
い
う

母
の
訴
え
か
け 。
そ
れ
に
対
し 、
無
理
に
五
円
を
送
ら
な
い
よ
う
に 、
長
生
き
を

す
る
よ
う
に
母
に
願
う 。

近
所
の
食
堂
で
働
く
八
重
(
新聞
少
年
の
姉)
の
声
が 、
隣
室
か
ら
聞
こ
え
る。

留
守
中
に
洗っ
て
お
い
た
浅
井
の
下
着
を
渡
し
て
く
れ
る。
二
人
は
ほ
の
か
な
好

意
を
もっ
て
い
る。

母
を
送っ
て
い
く
途
中
で 、
学
生
の

箪事
教
練
の
列
が
通
り
か
か
る。

帰宅
し

た
浅
井
は 、
仕
事
に
で
か
け
る
坪
内
(
「
菊
坂」
)
と
玄
関
で
会
う 。
以
下 、

映

画
の
常
套
手
段
で
あ
る
人
物
紹
介 。
カ
リ
エ
ス
で
寝
た
き
り
の
少
年
文
春
(
「

絵

本」
)
と
話
す 。
ミ
シ
ン
を
踏
ん
で
い
る、
そ
の
父
広
瀬
(
「

絵
本」
)
か
ら
は

先
月
分
の
下
宿
代
を
請求
さ
れ
る。
左
翼
の
経
済
学者
松
木
(
「
菊
坂」
)
か
ら

は
慰
め
ら
れ
る。
学
生
の
緒
方
(
「
菊
坂」
)
か
ら
も
慰
め
ら
れ
る。
二
階
か
ら 、

女
給
の
矯
声
と
ギ
タ
ー

で
「

影
を
し
た
い
て」
を
つ
ま
び
く
学
生

香椎
の
笑
い
声

(一
日
終
了)

謄
写
印
刷
明
文
社
(
「
絵
本」
)
に
昨
晩
の
原
稿
を
もっ
て
い
く
と 、
浅
井
は

主
人
か
ら
「
駄
目
じ
ゃ
な
い
か 、
お
ま
え
の
は
百
枚
も
刷
ら
ぬ
う
ち
に 、
こ
ん
な

に
破
れ
て
し
まっ
た
ん
だ
ぞ」
と
な
じ
ら
れ
る
(
「

絵
本」
)

。
卑
屈
な
浅
井
は

首
を
す
く
め 、
刷
り
上
がっ
た
分
を
もっ
て 、
医
大へ
謝
り
に
い
く 。
だ
が
助
手

が
遅
れ
る
の
を
まっ
た
く
気
に
し
て
い
な
い
(
「
絵
本」
)
の
で 、
生
色
を
と
り

も
ど
し
た
浅
井
は 、
歓
び
の
あ
ま
り
廊
下
の
バ
ケ
ツ
を
ひつ
く
り
か
え
し
て
し
ま

，「J 。

一2

八
重
の
働
く
食
堂
で
朝
昼
兼
用
の
食
事
を
浅
井
が
し
て
い
る
と 、
出
前
か
ら
帰

っ
た
八
重一
が 、
他
の
客
が
手
を
つ
け
な
かっ
た
皿
を
差
し
出
し
て
く
れ
る。
そ
し

て
食べ
な
が
ら 、
主
人
か
ら
先
月
分
の
ツ
ケ
を
払
う
よ
う
に
求
め
ら
れ
る。
食
堂

を
出
た
浅
井
の
後
を 、
出
前
に
ゆ
く
八
重
が
追
い
か
け 、
二
人
の
会
話
が
始
ま
る。

陸
橋
↓

人
通
り
の
な
い
坂
道
↓

墓
地
と
徐々
に
暗
い
方へ
の
道
を
辿
り
な
が
ら 、

八
重
の
兄
が
肉
弾
三
勇
士
の
廟
行
鎮
で
捕
虜
に
なっ
て 、
銃
殺
さ
れ
た
こ
と
(
「

絵
本」
)

、
高
知
の
田
舎
で
は
ひ
ど
い
噂
が
飛
ん
で 、
住
ん
で
い
ら
れ
な
い
こ
と 、

弟
だ
け
は
大
学へ
行
か
せ
て
や
り
た
い
こ
と 、
浅
井
を
た
よ
り
に
し
て
い
る
こ
と

な
ど
を
打
ち
明
け
ら
れ
る。

い
さ
さ
か
い
い
気
分
で
浅
井
が
帰宅
す
る
と 、
せ
ま
い
中
庭
に
は
特
高
が
たつ

て
お
り 、
松
木
の
部
屋
に
消
え
る。
縫
い
物
を
し
て
い
る
松
木
に 、
「
国
家
意
識

に
目
覚
め
よ」
「
便
所
く
さ
い
下
宿
を
出
て 、
女
房
を
も
ら
え」
な
ど
と
勧
め
る

(
「
菊
坂」
)

。
二
階
か
ら
は
男
の
ギ
タ
ー

に
合
わ
せ 、
女
の
歌
う
「
影
を
し
た
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い
て」
が
き
こ
え
る。
特
高
は
浅
井
の
部
屋
も
訪
れ 、

か
ら 、
ち
ょ
く
ち
ょ
く
お
邪
魔
す
る」
と
脅
す 。

印
刷
所
を
し
く
じっ
た
浅
井
は 、
業
界
紙
の
広
告
募
集
の
仕
事
が
あ
る
と
坪
内

に
教
え
ら
れ 、
誘
わ
れ
る
ま
ま
に 、
桜
鍋
を
つ
つ
く 。
浅
井
の
打
ち
明
け
話 。
小

山
問
教
授
の
授
業
の
と
き 、
「
留
学
中
は 、
母
親
を
編
し
て 、
毎
月
二
百
円
で
十

分
な
の
に 、
五
百
円
送
ら
せ
た」
と
い
う
自
慢
話
に
他
の
学
生
は
笑っ
た
が 、
浅

井
は
来
て
は
な
ら
な
い
と
こ
ろ
に
い
る
よ
う
な
気
分
に
襲
わ
れ
(
「

絵
本」
)

、

教
授 、
大
学
に
憎
し
み
を
覚
え 、
出
席
す
る
気
を
な
く
し
て
し
まっ
た 。
酔っ
て

帰宅
し
た
二
人
に 、
下
宿
の
主
人
が
「
坂
の
上
で
強
盗
事
件
が
あっ
た」
と
告
げ 、

そ
の
つ
い
で
に
浅
井
に
下
宿
代
を
払
う
よ
う
に
求
め
る。
「
仕
事
が
み
つ
かっ
た

ま
で
連
絡
に
走
る
と 、
八
重
は
崩
お
れ
る。

(一
日
終
了)

高
知
に
帰る
八
重
を
見
送
る
浅
井 。
咳
き
込
む
の
で 、
医
者
に
か
か
る
よ
う
に

八
重
が
勧
め
る
と 、
み
て
も
ら
う
の
が
怖
い
と
気
弱
に
浅
井
は
答
え
る。
東京
駅

ま
で
い
く
と
涙
が
出
る
と
い
っ

て 、
浅
井
は
お
茶
の
水
釈
で
八
重
と
別
れ
る。

(一
日
終
了)

梅
の
花
が
咲
き
だ
す
頃 。

帰宅
し
た
浅
井
は
電
報
を
受
け
取
る。
「ハ
ハ
シ
ス 、

刺U川出刷到ぺ到」
(
「
菊
坂」
)

。
そ
こ
へ
下
宿
の
お
ば
さ
ん
が 、
母
か
ら

の
小
包
を
もっ
て
く
る。
栗
を
握
り
し
め
な
が
ら
「
父
の
本
当
の
子
で
は
な
い」

「
父
は
ぼ
く
を
憎
ん
で
い
る」
「
母
は
父
に
苛
め
ら
れ
ど
お
し
だっ
た
ん
だ」
な

ど
と
叫
ぶ 。
急
に
雨
が
降
り
だ
す 。

劃同州刑寸引劃引制刺劃劃相下引
(
「

菊
坂」
)

。

劃相剖割賦叫到州問州骨UU引制相川州引出
制引出劇判削

剥叫州州司1対称割賦引1剖晶剖国岨下刻
(
「
菊
坂」
)

。
そ
の
聞
に 、

浅
井
は
略
血
す
る。
自
室
で
布
団
に
横
た
え
ら
れ
た
浅
井
は 、
医
者
を
呼
ぼ
う
と

す
る
坪
内
に 、
金
が
な
い
か
ら 、
と
呼
び
か
け
る。

(一
日
終
了)

〔
こ
れ
が
前
半
の
ク
ラ
イ
マ
ッ

ク
ス
で
あ
る〕

3 

「
お
ま
え
も
要
監
視
人
だ

か
ら
す
ぐ
払
う」

(一
日
終
了)

広
告
の
集
金
に
い
っ

た
浅
井
は 、
け
ん
も
ほ
ろ
ろ
の
扱
い
を
受
け 、
追
い
返
さ

れ
る。
自
信
を
失っ
た
浅
井
は 、
友
人
の
西
野
の
と
こ
ろ
に
金
を
借
り
に
ゆ
く 。

豊
か
な
蔵
書
に
固
ま
れ
た
下
宿
で 、
パ
イ
プ
を
ふ
か
し
な
が
ら
コ
ー
ヒ
ー

を
飲
ん

で
い
る
西
野
か
ら
「
き
み
に
金
を
貸
す
の
は
無
意
味
だ」
と
断
ら
れ 、
屈
辱
に
ふ

る
え
る
(
「

絵
本」
)

0
土
砂
降
り
の
中
を
下
宿
に
帰る
と 、
新
聞
配
達
の
福
井

が
強
盗
の
容
疑
で
引っ
張
ら
れ
た
(
「

絵
本」
)
こ
と
を
広
瀬
夫
婦
と
松
木
が
話

題
に
し
て
い
る。
内
儀
は
「
人
は
見
か
け
に
よ
ら
ぬ」
と
すっ
か
り
犯
人
あ
つ
か

い
で
あ
る。
八
重
は
食
堂
で
泣
い
て
い
る。

(一
日
終
了)

坂
道
を
駆
け
降
り
る
広
瀬
の
委
は
興
奮
し
な
が
ら
「

福
井
さ
ん
が
泥
棒
な
ぞ
す

る
も
の
か
ね」
と
叫
ん
で
い
る。
八
重
と
浅
井
に
抱
か
れ
る
よ
う
に 、
福
井
が
下

宿
に一
戻っ
て
く
る。
苦
学
生 、
捕
虜
の
弟
と
い
う
こ
と
で
手
ひ
ど
い
拷
聞
を
受
け

た
福
井
(
「
絵
本」
)
は 、
自
室
で
泣
き
崩
れ
る。
寒
風
吹
き
す
さ
ぶ
そ
の
夜 、

浅
井
は
福
井
が
い
な
い
こ
と
に
気
づ
く 。
主
人
夫
婦 、
松
木
な
ど
と
近
所
を
探
す

と 、
裏
の
墓
地
で
自
殺
し
て
い
る
(
「

絵
本」
)
の
を
発
見
す
る。
浅
井
が
食
堂

質
屋
に
すべ
て
を
い
れ
た
浅
井
は 、
古
本
屋
で
絵
本
を
買
う 。

帰宅
し
た
自
室一

に
は
す
で
に
次
の
下
宿
希
望
者
を
案
内
す
る
お
ば
さ
ん
が
い
る。
カ
リ
エ
ス
の
文

春川→引川判川剖出劃相劇円割問M剖川判制引
(
「

絵
本」
)

。

(一

戸建J)

汽
車
↓

船
↓パ
ス
と
乗
り
継
い
だ
浅
井
は 、
雨
の
中 、
八
重
と
母
が
世
話
に
な

っ
て
い
る、
叔
母
の
営
む
遍
路
宿
清
水
屋
に
到
着
す
る。
か
ま
ど
を
み
て
い
る
八

重
に
到
着
を
告
げ
た
途
端 、
浅
井
は
倒
れ
こ
む 。
老
遍
路
と
オ
イ
チ
ニ
の
薬
売
り

が
い
る
部
屋
の
つ
づ
き
に
床
を
と
る。
二
人
は
浅
井
の
様
子
を
う
か
が
い
な
が
ら 、

将
棋
を
す
る。
薬
売
り
か
ら
高
価
な
薬
を
与
え
ら
れ
る。
二
人
が
夕
食
を
食べ
に

階
下
に
お
り
る
と
同
時
に 、
八
重
が
お
膳
を
運
ん
で
く
る。
食
欲
の
な
い
浅
井
の
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額
に
手
を
当
て 、
つ
い
で
額
を
押
し
当
て
る。
「
足
摺
岬
に
飛び
込
ん
だ
ら 、
死

体
は
上
がっ
て
こ
な
い
そ
う
で
す
ね」
と
浅
井 。

||
筆
者)
少
し
勇
気
が
要
り
ま
す
わ 。
あ
た
し

の
よ
う
な
も
の
は 、
運
命
を
切
り
開
い
て
い
く
よ
う
な
力
は
と
う
て
い
あ
り
ま
せ

ん
わ 。
た
だ
流
れ
の
中
で一
生
懸
命
生
き
る
だ
け
で
す
わ」
領
く
浅
井 。

(一
日
終うJ)

帰る
朝 。
薬
売
り
や
老
遍
路
も
出
立
す
る。
浅
井
は
ま
だ
な
に
か
を
八
重
に
訴

え
よ
う
と
す
る
が 、
口
に
は
出
せ
な
い 。
玄
関
で
叔
母
に
八
重
の
花
嫁
す
が
た
を

み
る
よ
う
に
勧
め
ら
れ
る。
二
人
は
握
手
し
て
別
れ
る。
「

真
面
目
に
生
き
よ
う

と
す
る
者
が 、
死
に
た
く
なっ
た
り
す
る
も
ん
じ
ゃ」
と
二
人
を
み
な
が
ら
老
遍

路
が
肱
く 。
パ
ス
の
窓
か
ら
き
ら
き
ら
光
る
海
を
み
つ
め
る
浅
井 。
気
落
ち
し
な

が
ら
も 、
都
塵
の
掃
除
に
取
り
か
かっ
た
八
重
は 、
浅
井
の
シ
ャ
ツ
が
残っ
て
い

る
の
に
気
づ
き 、
後
を
追
う
が 、
パ
ス
は
も
う
い
な
い 。
涙
を
溜
め
る
八
重 。
浅

井
は
つ
よ
い
意
志
の
も
どっ
た
顔
で
前
方
を
見
つ
め
て
い
る。

(一
日
終
了〉

浅
井
を
諦
め
る
こ
と
か
?

(一
日
終
了)

雨
降
り 。
将
棋
に
興
ず
る
二
人 。
そ
の
背
後
に
空っ
ぽ
の
浅
井
の
布
団 。
身
投

げ
で
は
な
い
か
と
思っ
た
老
遍
路
は 、
階
下
で
お
か
み
に
相
談
す
る。
そ
こ
へ
八

重
が
帰っ
て
き 、
八
重 、
薬
売
り
が
岬
の
方へ
走
り
だ
す 。
老
遍
路
が
雨
に
祈っ

て
い
る
と 、
浅
井
を
背
に
し
た
薬
売
り
が
戻っ
て
く
る。
布
団
に
横
た
わ
る
冷
え

きっ
た
浅
井
に 、
八
重
は
口
移
し
で
薬
を
飲
ま
せ
る。
そ
の
夜 、
意
識
を
取
り
戻

し
た
浅
井
は 、
枕
元
の
八
重
に
話
し
か
け
る。
八
重
に一
度
会っ
て
か
ら
死
の
う

と
思っ
て 、
足
摺
岬
に
やっ
て
き
た
こ
と 、
と
こ
ろ
が
八
重
に
会っ
た
か
ら 、
足

摺
岬
に
行っ
て
も 、
死
ね
な
かっ
た 。
「
死
の
う
と
思
う
心
の
底
で
は 、
本
当
は

あ
な
た
に
会
い
た
かっ
た
の
か
も
し
れ
な
い 。
だ
か
ら
ぼ
く
の
本
当
の
心
は 、
あ

な
た
に
会
い
た
い
ば
か
り
だっ
た
の
か
も
し
れ
な
い
(
八
重
の
手
を
とっ
て)
八

重
さ
ん
(
間)
あ
な
た
と
い
っ
し
ょ

に
生
き
た
い」
そ
れ
に
応
え 、
八
重
は一
度

顔
を
背
け
て
か
ら
「
あ
な
た
の
い
らっ
し
ゃ
る
の
が一
週
間
遅
かっ
た」
と
告
げ 、

泣
き
な
が
ら
階
下
に
逃
げ
去
る。
二
人
の
や
り
取
り
を
隣
室
で
聞
い
た
老
遍
路が 、

結婚
の
決
まっ
た
こ
と
を
告
げ
る。
八
重
の
父
親
は
天
皇
陛
下
に
申
し
訳
な
い
と

自
殺
し
た 、
そ
の
他
は
こ
の
辺
に
隠
れ
る
よ
う
に
住
ん
で
い
る、
だ
が
隣
村
の
有

力
者
に
八
重
が
嫁
ぐ
こ
と
で
誹
り
も
薄
ら
ぐ
だ
ろ
う 。

(一
日
終
了)

晴
れ
上
がっ
た
翌日 、
木
漏
れ
日
の
中
を
二
人
は
散
歩
す
る。
椿
の
ア
ー

ケ
ー

ド
が
途
切
れ
る
と 、
自
の
前
に
海
が
日
光
を
泌
び
て
輝
い
て
い
る。
二
人
は
し
み

じ
み
と
話
す 。
八
重
も
何
度
も
仰
に
立っ
た
こ
と
が
あ
る
が 、
「
死
ぬ
な
ん
て
こ

と
ど
ん
な
理由
が
あっ
て
も
や
は
り
負
け
る
こ
と
な
ん
で
す
も
の
ね」
浅
井
「
(

聞)
幸
せ
を
祈
り
ま
す」
八
重
「
あ
り
が
と
う 。
で
も
ね 、
浅
井
さ
ん
(
問)
あ

た
し
ね 、
考
え
た
の 。
人
間っ
て 、
自
分
の
幸
せ
の
た
め
に
だ
け
生
き
て
る
ん
じ

ゃ
な
い
っ

て 。
た
だ
そ
れ
に
は
(
他
人
の
た
め
に
生
き
る
決意
を
す
る
こ
と
か
?

4 

こ
れ
は
筆
者
が
ビ
デ
オ
を
参
照
し
な
が
ら
要
約
し
た
も
の
で
あ
る。
ま
た
傍
線
は 、

カ
ッ
コ
内
に
記
し
て
お
い
た
よ
う
に 、
「

絵
本」
(
昭
和
二
五
年
五
月
『

世
界』
初

出)
と
「
菊
坂」
(
昭
和
二
五
年
六
月
司
中
央
公
論』
初
出)
に
あ
る
エ
ピ
ソ
ー
ド

で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る。
つ
ま
り
こ
の
映習
は 、
田
宮
の
「

本郷
も
の」
と
い

わ
れ
る
三
つ
の
短
編
を
ほ
ぐ
し
て
再
構
成
し
た
も
の
と
い
え
る。

前
半
で
は 、
本
郷
に
あ
る
富
士
見
軒
と
い
う
下
宿
屋
に
出
入
り
す
る
様々
な
人
々

(
若
者
が
多
く 、
ま
た
洋
服
の
人
聞
が
多
い)
を
描
き 、
後
半
で
は 、
足
摺
岬
の
遍

路
宿
に
滞
在
す
る
人々
(
老
人
が中
心
で
あ
り 、
和
服
が
多
い)
の
言
動
を
描
く 、

い
わ
ゆ
る
グ
ラ
ン
ド
ホ
テ
ル
も
の
で
あ
る。

そ
う
い
う
人々
の
簡
で 、
互
い
に
密
か
に
惹
れ
あ
う
ヒ
ー

ロ
ー

と
ヒ
ロ
イ
ン
が
世

間
に
抗
し
つ
つ 、
つ
い
に
は
別
々
に
東
京
を
離
れ
る。
か
れ
ら
は
東
京
で
は
敗
残
者

で
あ
る。
足
摺
岬
で
の
ふ
た
り
は 、
と
も
に
別
個
に
死
の
淵
ま
で
い
く
の
だ
が 、
生

の
側
に一
一戻
り 、
ヒ
ロ
イ
ン
は
家
族
を
少
し
で
も
い
い

状態
に
す
る
た
め
に
自
分
を
犠
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牲
に
す
る
道
を
選
び 、
ヒ
ー

ロ
ー

は
そ
ん
な
ヒ
ロ
イ
ン
に
励
ま
さ
れ 、
ふ
た
た
び
東

京
に
帰還
す
る。
つ
ま
り
足
摺
岬
は
死
と
再
生
の
場
に
なっ
て
い
る
の
だ 。
ヒ
ー

ロ

ー
の
前
途
に
な
に
が
あ
る
の
か
は
描
か
れ
な
い
が 、
苦
難
の
道
が
待っ
て
い
る
の
は

予
見
で
き
る。

き
傑
作
ぞ
ろ
い
の
年
で
あっ
た
こ
と
を
割
り
引
い
て
も 、
あ
ま
り
に
無
視
さ
れ
て
い

る。

雑誌
『
キ
ネ
マ
旬
報』
の
ベ
ス
ト

テ
ン
で
は
十
位
に
も
入っ
て
い
な
い
の
で
あ

る。
評
論
家
で
た
か
く
評
価
し
た
の
は 、
朝
日
新
聞
の
井
沢
淳
だ
け
で
あっ
た
と
い

う 。
(
水
谷
憲
司
「

文
学
の
映像
詩」
(
永
問
書
房・
一
九
八
二
年)
p ，
一
八
五

に
よ
る)
こ
の
「
文
学
の
映像
詩」
中
の 、
水
谷
の
評
価
を
す
こ
し
記
し
て
お
く 。

あ
る
い
は
桃
源
郷
と
現
実
〈
東京)
と
を
行
き
交
う
男
の
話
で
あ
る
と
も
い
え
る。

若
者
た
ち
が
少
し
で
も
い
い
暮
ら
し
を
将
来
に
期
待
し
て 、
今
を
必
死
に
生
き
て
い

る
(
典
型
が
福
井
少
年
で
あ
り 、
経

済学者
の
松
木
で
さ
え
左
翼
の
勝
利
す
る
未
来

を
確
信
し
て
い
る)
東京
で
自
分
に
絶
望
し
た
浅
井
が 、
足
摺
岬
の
遍
路
宿
で 、
自

他
の
区
別
な
く
互
い
に
助
け
合っ
て
生
き
て
い
る
老
人
た
ち
(
貧
し
い
け
れ
ど
自
足

と
安
ら
ぎ
が
あ
る)
と
接
す
る
と
と
も
に 、
あ
く
せ
く
生
き
て
い
た
自
分
を
抜
け
出

す 。
八
重
は
桃
源
郷
か
ら
福
井
を
助
け
る
た
め
に
姉
と
し
て
現
実
に
下
り
て
き
た
天

女
で
あ
る。
だ
か
ら
彼
女
の
現
実
に
お
け
る
役
割
が
中
断
さ
れ
た
途
端 、
彼
女
は
桃

源
郷
に
あっ
さ
り
と
戻っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る。
そ
し
て
彼
女
は
別
世
界
の
男
を
選

択
し 、
結
び
つ
く
可
能
性
の
あっ
た
現
実
の
男・
浅
井
を
拒
否
し
て 、
別
世
界
に
の

こ
る。
彼
女
が
浅
井
と
東京
に
帰っ
た
と
し
て
も 、
か
つ
て
と
同
じ
よ
う
に
自
分
の

役
割
が
突
然
中
断
す
る
可
能
性
が
あ
る
か
ら
で
あ
る。
(
小
説
に
寄
り
す
ぎ
て
い
る

か
も
し
れ
な
い
が 、

東京
の
八
重
は
「
し
が
な
い」
生
活
し
か
送
れ
ま
い)

こ
れ
は
典
型
的
な
メ
ロ
ド
ラ
マ
で
あ
る。
し
か
し
メ
ロ
ド
ラ
マ
と
し
て
見
事
に
成

功
し
て
い
る。
文
字
で
は
表
現
で
き
な
い
の
だ
が 、
伊
福
部
昭
の
叙
情
的
な
音
楽
と

宮
島
義
勇
の
白
黒
の
光
と
影
を
微
妙
に
生
か
し
た
カ
メ
ラ
ワ
l

ク
と
が
ド
ラ
マ
を
盛

り
上
げ 、
浅
井
を
演
じ
た
木
村
功
の
線
の
細
い

青年像
も 、
「
あ
の
暗
い
時
代
に
あ

っ
て 、
ま
さ
に
『

光
明』
の
象
徴
で
あっ
た 。
女
優
津
島
恵
子
と
し
て
の
こ
れ
が
頂

点
で
あっ
た」
(
「
日
本
映画
俳
優
全
集・
女
優
編)
と
評
さ
れ
た
津
島
恵
子
の
健

気
さ
も
す
ば
ら
し
い 。

こ
の
頃 、
私
は
大
学
に
入っ
た
ば
か
り
の
時
だっ
た
だ
け
に 、
主
人
公
の 、
時
代

こ
そ
違
え 、
浅

井青年
の
生
き
ざ
ま
に
共
感
す
る
と
こ
ろ
が
多
かっ
た 。

(一
八一
)

少々
メ
ロ
ド
ラ
マ
的
要
素
が
あ
る
も
の
の
よ
く
ま
と
め
ら
れ
た
脚
本
だ
と
思
う 。

(一
八
二)

新
藤
兼
人
と
吉
村
公
三
郎
に
よ
る
映
像
思
考
は
新
し
い
創
造
の
世
界
を
確
立
し
て 、

見
事
と
い
う
ほ
か
な
い 。
た
だ 、
ラ
ス
ト

の
処
理
に
つ
い
て
は
封
切
り
当
時 、
す

こ
し
問
題
に
さ
れ
た
よ
う
だ
が 、
浅
井
が
再
び
生
き
る
意士
宮念
持
つ
と
い
う
処
理

は
甘
い
と
い
え
ば
そ
う
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
が 、

映画
と
し
て
の
ラ
ス
ト
は
あ

れ
で
十
分
だ
と
患っ
て
い
る。

5 -

(一
八
五)

E 

小
説
「
足
摺
岬」
は 、
四
百
字
の
原
稿
用
紙
で
六
十
枚
く
ら
い
の
短
編
で
あ
る
が 、

そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず 、
四
つ
の
時
聞
が
存
在
し
て
い
る。
し
か
も
次ペ
ー

ジ
の
表

に
見
ら
れ
る
よ
う
に 、
〔
I〕
の
時
聞
が
大
部
分
を
占
め
て
お
り 、
い
ち
じ
る
し
く

バ
ラ
ン
ス
を
欠
い
た
構
成
に
なっ
て
い
る。
(
映画
は 、
こ
の
四
つ
の
時
間
の
内
で 、

〔
I〕
の
み
を
分
離
し
て
膨
ら
ま
せ
て
い
る
の
で
あ
る)
「
足
摺
岬」
の
時
聞
が
四

つ
に
分
か
れ
て
い
て
も 、
中
心
が
〔
I〕
の
時
間
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い 。

一
人
称
で
諮
ら
れ
る
小
説
で
あ .
り 、
「
私」
が
語り
手
の
地
位
に
甘
ん
じ
て
い
る
の

で
は
な
い
以
上 、
主
人
公
に
し
て 、
語り
手
で
あ
る
「
私」
を
分
析
し
な
け
れ
ば
な

も
アと
も
こ
の
作
品
は
決
し
て
た
か
く

評価
さ
れ
て
い
な
い 。
昭
和
二
九
年
が
「

七
人
の
侍」
(
黒
沢
明〉
「
二
十
四
の
瞳」
「
女
の
園」
(
木
下
恵
介)
「
近
松
物

(
溝
口
健
二〉
「
晩
猪」
〈
成
瀬
巳
喜
男)
な
ど 、
日
本
映画
史
に
特
記
すべ

語
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小
説「
足
摺

岬」
の
時間

とこ
ろが
も
う
ひ
とつ

老遍路
を中心
と
する
時
間軸が
存
在
する。

〔直〕
の
時間の
「
三
年後にま

た
足
摺
仰を訪
れ
」

た
と
き
に
は、

老遍路
は

八六
か
七
で行
方
不
明
に
なっ
て

い
る(
3
5
7)
の
で、
〔
I〕
の
時間
に
は、

八三か
四
(
「

八
十の
坂
をとっ
く
に
越え
(
3
4
6)
て

い
る)
であ
る。

とこ
ろ
で

老遍路
は戊
慶戦
争の
時、
十八
歳
であ
っ

た
(
つま
り一
八五一

年の
生まれ
)
(
3
5
5)
の
だか
ら、
〔
I〕
の
時間
は、
一

九
三
三か
四

年

と
い

うこ
と
に
なっ
てしま
う 。
し
かし
〔E〕
の
時間(
八重
は戦
時中に
死

ぬ)
は〔
百〕
の
前
で
なけれ
ば
なら
ないか
ら、

老遍路
を中心
と
する待問

軸が
間
違っ
て

い
ると

い
うこ
と
に
な
る。

さ
ら
に、

斗利回州刑に
発
表
され

た
こ
の
小
説
は、
十七
八年後
に回
想
す

る(
「
それ
は(
〔
I〕
の
時間

||
筆
者)、
も
う
十七
八年
も
前の
こ
と

に
な
る。
」
(
3
4
6)

)
と

い
う
設

定
に
なっ
て

い
るの
で、

老遍路
を中心

と
する時
間
軸
でみ
ると、回
想し
て

い
るの
は一

九
五
十か一
か
二年
と

い
う

こ
と
に
な
り、
S
F
小
説
に
なっ
てしま
うの
であ
る。

し
かし
最
初の
「
〔
I〕
の
時聞
は一

九
二
八か

九
年」

と
い

う
前
提
に
立

つ

で
も 、
老
遍
路
は一
八四
五

年の
生まれ
と
な
り、
これ
で
は戊
辰戦
争の
時に

は二十
歳
を越え
て

い
るの
であ
る。

つま
り
時間
に
組
離が
生じ
て

い
るの
であ
る。
だか
ら
倉
西の
よう
に
「〈

昭
和九

年V
頃
に
設

定
され
て

い
ると
考え
て、
ほ
ぼ
間
違い
はない。
」
(
7)

と
速
断
すべ
き
で
はない。
も
ち
ろ
ん
私小
説
とし
て
読
む
なら、
「
私
はま
だ

大撃
をあ
と
二年
近
く
残し
て

い

た

。
」
(
3
4
6)
「
そ
の
時、
私
は二
十三

歳 、だっ

た

。
」
(
3
4
8)
と

い
う
文
章があ
るの
で、
一

九
三四

年と
考え
ら

れ
る(
映
画
で
はこれ
を採
用し
て
い
る)

。
だが
私
小
説
で
はな

い。

「
落
城」
の
連
作
で生
み

出し

た
黒
菅
港
と

い
う
架空の
藩
に
執
着し
すぎ
て、

年
代の
計
算
を間
違え
てしま
っ

た
の
だ
ろ
う 。
しか
も
作
品
中
で黒
菅
藩の
挿

話
は余
り
に
唐
突
であ
り、
絶
叫
とし
て
の
迫
力
はあ
っ

て
も 、
小
説
とし
て
の

効
果
はない。

6 

百 E E 
間 敗戦 一 ( 東尽 I 

時L
ら

老車
が

( 送 こ 主九四
ー の

九 喜時閏
る

ま

の中 公人の 九 に 時
翌年 か 三 連帰

れ より
ノ九

年
念
あ
L 、 惣

回lま 治』
が
主間ま 語る( 二 か 三

年あ 二 て つ年後 で 、
九

る
年あ か に 出居撃 れ と 初め四 て し

ノ、 し、 る 過ら ま る い て て
年

九六四

は

九ー

い

は三」 十年
す

あ
」 摺且岬訪

れ
たを

い る 、 最岬訪れを

の は が、 東京
時fヘ 九 重 で三 要惨めか ハ 1\ 三 で七 か ま
ノ、 か

なは 暮な
ら 時間

る年ま 七 り 年
1\ 

で
年か の 八重 年、

四
__， い

』る寺 ) ら 時問を か
) 

を
し

( 

」ー
ノ、

七
行

九 十J\ 
四 一

行 行 行

〔
I〕
と
〔E〕
の
時間
につ

い
て

〔
百〕
の
時間
で、
そ
の
時「
横
なぐ
りの
雨が
十七
八年
前
と
少し
も
愛
らぬ

町
並
みの
低い
槍
を叩
きつ
け
て

い

た

。
」
(
3
5
7)
とあ
るの
を考
慮
すれ

ば 、
〔
I〕

の
時間
は一

九
二
八か

九
年

とい
うこ
と
に
な
る。
ま

た
〔
百〕
の

時間
で
は、
特
攻
一帰
りの
八重
の
弟
龍
喜が
二
十歳
過
ぎ(
問
右)
と
書か
れ
て

お
り、
〔
I〕

の
時間
に
は、
龍
喜
は一二 、
四
歳
で母
親の
乳
房
をし
ゃ

ぶっ
て

い

た
(
3
5
3)
とあ
るの
で、
整
合
性
をもっ
て

い
る
よう
に
み
え
る。

〔
註〕
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「
私」
が
積
極
的
に
話し
か
け
るの
は、
山
と
仰
と
聞の
三回

、だ
け
であ
る。
し
か

も
山
は遍
路
宿
に
到
着し

た
と
き
に、
宿
泊
可
能か
ど
う
か
を尋
ね
るとい
う 、
社

会

生
活
に
お
い
て
当
然な
され
ね
ばな
らな
い
話し
か
け
であ
る以上 、
厳
密に
は

こ
聞だ
け
とい
うこ
と
にな
る。

間の
「

雨
は・
・
・
・
・
-」

は、
雨の
中で
死
に
場
所
を求め

た
た
め
に
死
に

損な
っ

た
「

私」
に
とっ
て
は、
一
番
気
掛か
りな(
雨が
止
み
さ
え
すれ
ば 、
希

望
ど
お
り自
殺
するこ
と
が
でき
るか
もしれ
な
い)
こ
と
であ
り、
ま
た
附の
老

遍
路へ
の
依
頼
は、
〔E〕
の
時聞
を引
き
出す

た

め
の
きっ
か
けの
役
割
を担っ

て
い
るの
であ
る。

ま

た
m
と
附
では
老
遍
路に
口
を利い
て
はい
るもの
の 、
拒
絶の

た

め
に
仕
方

な
く喋っ
て
い
るの
であ
り、
本
当
は話し

た
くな
い
の
であ
る。

そし
て
右の四
つ
の会

話の
特
徴
は、
い
ずれ
も
老
遍
路
との
聞の
もの
だ
とい

うこ
とであ
る。

7 -

東
大生
であ
っ

た
〔I〕
の
「
私」
の
特
色
は、
極
端
に
無
口
であ
るこ
と
であ

る。
「
私」
の会

話に
関
する箇
所
を抜
き
出して
み
る。

(
3
4
6)

 

山
私が
ひ
と
晩
とめ
て
ほし
い
とい
う
と、

ω 、だが、
私
はそれ
に
も
答え
ず 、
(
3
4
7・
内
儀
に
話し
か
け
られ)

間
私
はそ
の
言
葉に
うな
ず
きだ
けか
えし
て、
〈
3
4
9・
内
儀の
「
馬鹿な

こ
と
はせ
ん
もん
ぞ
ね」
に
対し
て)

凶
私
は三
人
に
何か
い
お
う
とし
て
い

た
ようだつ

た

。
だが、
それ
が
言
葉に

な
っ

た
か
ど
うか
はし
らぬ 。

phυ

 

(
3
4
9)

 

について

私
はか
か
わ
りもな
く遍
路に

「
雨
は・
・
・
・
・
・」

と
きい
て
い

た

。

遍
路
宿
に
は、
他
に
内
儀 、
オ
イ
チニ
の
薬
売
り、
八重、
幼い
龍
喜が
い
る。

内
儀
は「
私」
に三
田
話し
か
け
るの
だ
が 、
三
度
と
も
「

私」
はそれ
に
答えな

い 。
オ
イ
チニ
の
薬
売
りも
「

私」
に
四
度
話し
か
け
るの
だが、
二度
は、

「
これ
で治
るぞ
ね 、
これ
でじ
っ
き
治
る
ぞ
ね」
(
3
5
0〉

「
忘れ
ず
にの
む
ぞ
ね 、
これ
でじ
っ
きに
直
るぞ
ね」

(
3
5
0)

 

附
私
は淋し
さ
に

た
えか
ね

「
おじ
い
さ
ん 、
何
時か
唄っ

た
ア
イ
ヌ
の
唄
をきかし
て
くだ
さ
い
よ」

田宮虎彦「足摺岬」

とい
っ

た

。
(
3
5
5) 

間
私
は丸
薬
を
くれ
よう
と
する遍
路に

「
おじ
い
さ
ん 、
も
う
薬
はい
ら
ん 、
痛
み
も
治っ

た

し、
熱
もな
い」

とこ
ば
ん
だ 。
(
3
5
1)

附
私
はそれ
をこ
ば
みな
が
ら、
やっ
と

「
おじ
い
さ
ん 、
私に
は、
そ
の
薬
代
を
梯う
金が
にい」

とい
っ

た

。
(
3
5
1〉

附
私
は築
費
りに
生
命
を助
け
て
も
らっ

た
麓
を述べ
るべ
き
であ
っ

た
はずだ 。

それ
はわか
っ
て
い
なが
ら
言
葉に
はな
らな
か
っ

た

。
(
3
5
3)

闘だが、
八重
はひ
とこ
と
何
をい
う
で
も
ない 。
だま
っ
て
それ
を私に
くれ

るの
であ
っ

た

し、
私
もま

た
それ
を無
言で
う
け
と
るの
だっ

た

。

(
3
5
1)

 

とい
，うつス、
い
わ
、ばば
普
通
に
薬
剤
師が
客に
い
.うつ一一一---

るもの
で
はあ
つ

て
も)
であ
るか
，らり
返
答
なし
でもか
ま
わ
ないが、

「
皐生
さ
ん
よ、
治っ
て
よかっ

た
の
う 、
生
命
は粗
末に
せ
られ
ん
ぜ
よ」

とい
っ
てか
ら、
っ
と
私の
耳
も
と
に
口
を
よせ
ると
小
聾
で

「
薬の
金が
い
るもんか、
お
ぬし
はそれ
を心
配し
て
薬
をの
も
う
と
せな
ん

だっ
うが、
そ
んな
気
兼ね
をす
るで
死

に
と
うな
らあ
ね」

と
早口
につ
け
加え
て
聾高に
笑っ

た

。

(
3
5
3)

 

(
3
5
3) 
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と
い
う
別
れ
に
際
し
て
の
思
い
や
り
に
満
ち
た
言
葉
も 、
仰
の
よ
う
に
無
視
さ
れ
て

こ
れ
を
谷
沢
は
「

私
に
とっ
て
は
全
く
理
解
を
絶
す
る
異
常
な
行
動
で
あ
る。
」

(
「
『
足
摺
岬』
私
注
(
「
標
識
の
あ
る
迷
路」
(
関
西
大
学
出
版
部。
昭
和
三
五

年)
p ，
2
3
2)
と
呆
れ
て
い
る
が 、
「
私」
は
精
神
の
自
侍
を
き
わ
め
て
強
く

意
識
す
る
エ
リ
ー
ト

で
あ
る
か
ら 、
「
武
士
は
食
わ
ね
ど」
と
い
う
誇
り
を
も
ち 、

自
ら
頼
み
込
む
屈
辱
に
耐
え
が
た
かっ
た 。
精
神
の
貴
族
た
る
べ
く 、
膝
を
屈
す
る

こ
と
を
よ
う
し
な
かっ
た
の
で
あ
る 。
そ
し
て
自
分
の
孤
高
を
守
る
た
め
に
も 、
東

京
で
も 、
ほ
と
ん
ど
誰
と
も
喋っ
て
は
い
な
い
の
で
あ
る。

し
ま
う
の
で
あ
る。

将
来
の
女
房
で
あ
る
八
重
は
ど
う
か 。
叫
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
最
初
は
口
を
利
か

な
い
ま
ま
「

私」
に
奉
仕
す
る
の
で
あ
る
が 、
し
だ
い
に
喋
る
よ
う
に
な
る。
し
か

し
八
重
の
言
葉
が
直
接
話
法
で
記
さ
れ
る
箇
所
は一
か
所
も
な
い
の
で
あ
る。
例
え

ば
父
親
伊
之
の
こ
と
や 、
父
親
が
連
れ
て
き
た
老
遍
路
の
こ
と
を
「
私」
に
物
語り

は
す
る
の
だ
が 、
そ
れ
を
聞
い
た
「

私」
が
間
接
的
に
一諮
る
と
い
う
形
を
取っ
て
い

る。
つ
ま
り
読
者
は
八
重
の
「
肉
声」
に
まっ
た
く
触
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で

あ
る。
会
話
に
関
し
て
い
う
な
ら 、
〔
百〕
の
時
間
で
二
回
口
を
利
く

龍
喜
以
下
の

あ
っ
か
い
を
受
け
て
い
る
の
で
あ
る 。

で
は
な
ぜ
八
重
は
こ
の
よ
う
な
扱
い
を
作
者
田
宮
か
ら
受
け
ね
ば
な
ら
な
い
の
か 。

八
重
は 、
作
者
に
とっ
て
登
場
人
物
で
あ
る
必
要
は
な
い
か
ら
で
あ
る。
戦
後
に
な

っ
て 、
「

私」
に
衝
動
的
に
足
摺
陶
を
再
訪
さ
せ
る
きっ
か
け
に
な
り
さ
え
す
れ
ば

よ
い
の
で
あ
る。

だ
か
ら
谷
沢
が
い
う
よ
う
に
(
前
掲
書 、
2
3
4
1
8)

〔
直〕
の
時
間
の
東

京
に
お
け
る
八
重
と
の
く
ら
し
を 、
作
者
は
無
責
任
に
「
し
か
な
い
歳
月一
(
3
5

7)
と
表
現
で
き
る
の
で
あ
る。
八
重
を
登
場
人
物
と
し
て
扱
お
う
と
す
る
な
ら 、

映画
の
よ
う
に
もっ
と
丁
寧
に
描
か
ね
ば
な
る
ま
い 。
小
説
と
し
て
は 、
〔
亜〕
の

十
年
あ
ま
り
を
もっ
と
詳
細
に
展
開
す
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う 。

「
私」
は
な
ぜ
老
遍
路
と
の
み
口
を
利
く
の
で
あ
ろ
う
か 。
「
足
摺
岬」
に
お
け
る

重
要
な
叫
び
を
引
き
出
さ
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
理
由
は
考
え
ら
れ
る。
し
か
し
同

時
に 、
内
儀 、
オ
イ
チ
ニ
の
薬
売
り 、
八
重 、
龍
喜
た
ち
が
し
が
な
い
庶
民
で
あ
る

の
に
対
し 、
老
遍
路
は
武
士
で
あ
る
と
い
う
こ
と
も
考
え
ら
れ
よ
う 。

「
私」
は
東
京
で
「
K
と
い
う
出
版
社
を
た
ず
ね」
「
Y
と
い
う
社
長
に」
「
私
の

し
ご
と
を
た
の
ん
で
み
よ
う
と
し
た」
の
だ
が 、
「
K
社
ビ
ル
の
ま
わ
り
を
た
だ
う

ろ
う
ろ
と
三
時
間
近
く
う
ろ
つ」
い
て 、
結
局
ょ
う
訪
問
し
な
かっ
た 。

「、通
路
も
薬貰
り
も
路
傍
の
人
に
す
ぎ

(
3
4
8)
し
か
し
雨
の
中
を
岬
に
出
か
け 、
び
し
ょ

濡
れ
で
戻っ

「
何
時
の
間
に
か
遍
路
が
薬貰
り
の
後
ろ
に
立
っ
て 、
何
か
罵
り
な
が
ら

塞責
り
と
お
内
儀
と
を
指
圃
し
て
い
た 。
」
(
3
4
9)
そ
し
て
病
気
に
なっ
て
以

来 、
「
ふ
っ
と
私
は
ゆ
り
お
こ
さ
れ
て
い
た 。
遍
路
が
私
を
の
ぞ
き
こ
ん
で
い
る
の

だ
っ
た 。
」
(
3
5
0)
と
面
倒
を
み
て
も
ら
う 。
床
の
中
か
ら
「

私」
は
二
人
が

酒
を
酌
み
交
わ
す
の
を
見
る。
「
遍
路
の
方
は
長
い
膝
を
あ
ぐ
ら
に
か
ま
え
た
ま
ま 、

薬貰
り
の
さ
す
盃
を
幾
ら
で
も
重
ね
て
い
た 。
遍
路
の
そ
の
姿
は
ど
れ
ほ
ど
飲
も
う

と
微
慶
も
く
ず
れ
を
み
せ
な
か
っ
た 。
」
(
3
5
2)
さ
ら
に
「
そ
の
裸
の
右
の一
肩

口
に 、
ひ
と
す
じ
無
惨
に
走
っ
て
い
る
万
創
の
痕
を
う
き
だ
た
せ
て
い
た 。
だ
が 、

(
中
略)
限
だ
け
は
老
い
た
鷹
の
よ
う
に
す
る
ど
く

光
っ
て
み
え
た 。
」
(
3
4
5)

遍
路
は
他
人
を
指
図
す
る
人
間
で
あ
り 、
立
ち
居
振
る
舞
い
は
正
し
く 、一
肩
口
の

刀
創
の
痕
は 、
ま
さ
し
く
武
士
で
あっ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る。

「
私
は
自
殺
し
よ
う
と
し
て
い
た 。
何
故 、
自
殺
し
よ
う
と
思
い
つ
め
て
い
た
の
で

あ
ろ
う
か 。
死
の
う
と
し
た
そ
の
時
で
も 、
理
由
は
は
つ
き
り
と
は一き吉

つ
た
、だだ
ろ
vうつ2。
何
と
な
く
死
に
た
か
つ
た 。
理
由
も
な
く
死
に
た
か
つ
た 。
」
(
3

4
6)
と
い
う
表
現
に
見
ら
れ
る
よ
う
に 、
こ
の
小
説
で
は
な
ぜ
自
殺
し
よ
う
と
し

た
の
か 、
は
明
ら
か
で
は
な
い 。
そ
し
て
谷
沢
は
ま
た 、
死
ぬ
理
由
の

薄弱
で
あ
る

こ
と
を
非
難
し
て
い
る
が
(
前
掲
書 、
2
2
7

9)
、

こ
れ
も
自
分
の
斡
持
を

充
た
し
え
な
い
か
ら 、
精
神
の
貴
族
と
し
て
は 、
こ
の
世
に
見
切
り
を
つ
け 、
足
摺

宿
に
到
着
し
た
頃
の
「
私」
に
とっ
て 、

な
かっ
た 。
」

九』土寸ザ』、

7
H
l

 

8 

(
3
5
0)
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帥
に
自
裁
す
る
べ
く
やっ
て
き
た
の
だ
と
考
え
れ
ば
あ
る
程
度
納
得
が
い
く 。

小
説
が
自
殺
行
ま
で
の
プ
ロ
セ
ス
を
まっ
た
く
描
い
て
な
い
の
に
対
し 、

映画
は

一
時
間
以
上
を
か
け
て 、
主
人
公
が
追
い
詰
め
ら
れ
て
い
く
様
を
こ
れ
で
も
か
と
描

い
て
い
る。

映画
の
浅
井
は
内
面
に
自
侍
を
秘
め
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
が 、
む
し
ろ
貧
乏

に
挫
け
そ
う
に
なっ
て
い
る
学
生
で
あ
る。
浅
井
は
卑
屈
に
腰
を
か
が
め
る
術
を
知

っ
て
お
り 、
さ
ら
に
東京
で
は
多
く
の
知
人
に
閉
ま
れ
(
坪
内
は
仕
事
の
口
を
紹介

し
て
く
れ 、
浅
井
は
実
際
に
働
い
て
い
る)

、
八
重
や
弟
の
義
治
に
は
頼
り
に
さ
れ

て
い
る
の
で
あ
る。
雄
弁
で
は
な
い
け
れ
ど 、
人
付
き
合
い
を
厭
う
人
間
で
は
な
い 。

を
厭
い 、
陰
を
生
き
て
き
た
人
間
が
必
要だっ
た
の
で
あ
る。
そ
う
い
う
人
闘
を
東

京
の
近
辺
に
住
ま
わ
せ
た
の
で
は
具合
が
悪
い 。
近
代
日
本
の
中
心
で
あ
る
東
京
か

ら
で
き
る
だ
け
隔
たっ
た
辺
境
の
地 、
そ
れ
な
ら
「
人
外
の
地」
「

鬼
国」
と
い
わ

れ
た
土
佐
は
もっ
と
も
相
応
し
い
土
地
の一
つ
で
あ
ろ
う 。

し
か
も
黒
菅
藩
の
同士山
や
そ
の
家
族
た
ち
の
菩
提
を
弔
う
た
め
に
は 、
庵
を
結
ぶ

と
い
う
生
き
方
も
あ
る
も
の
の 、
と
こ
ろ
が
人
里
は
な
れ
た
庵
を
貧
乏
堂生
が
訪
れ

る
の
は 、
不
自
然
な
の
で
あ
る。
お
四
国
さ
ん
を
ま
わ
る
遍
路
と 、
遍
路
宿
で
出
会

う
と
い
う
設
定
は 、
そ
の
点
き
わ
め
て
す
ぐ
れ
た
ア
イ
デ
ア
と
い
え
る
で
あ
ろ
う 。

す
で
に
こ
の
「

私」
が 、
単
な
る
語り
手
で
は
な
く

主
人
公
で
あ
る
と
述べ
た
が 、

実
は
こ
の
老
遍
路
を
主
人
公
と
見
な
せ
ば 、
「
足
摺
岬」
は 、
同
時
期
(一
九
四
八

年
か
ら
五
十
年)
に
書
か
れ
て
い
た 、
戊
辰
戦
争
に
お
け
る
黒
菅
藩
の
悲
劇
を
扱っ

た
連
作
「
落
城」
の
後
日
諌
で
あ
る
と
も
い
え
る
の
で
あ
る。
も
ち
ろ
ん
実
際
の
小

説
が
そ
う
作
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
く 、
作
者
が
ど
う
し
て
も
登
場
さ
せ

た
かっ
た
と
い
う
意
味
に
お
い
て
で
あ
る
が 。

そ
れ
な
ら
ど
う
し
て
物
語の
時
間
を
狂
わ
せ
て
ま
で
し
て 、
こ
の
も
と
黒
菅
藩
の

老
遍
路
が
姿
を
み
せ
ね
ば
な
ら
な
い
の
か 。

9 

E 

「
何
度
も
乗
り
換
え
の
あ
る
面
倒
な
長
旅
を
し
て
「
足
摺
岬」
を
訪
ね
る
ま
で
も
な

く 、
手
近
に
もっ
と
手
頃
な
場
所
が
あ
り
そ
う
な
も
の
で
あ
る。
し
て
み
る
と
足
摺

岬
を
え
ら
ん
だ
の
は
「

私」
で
は
な
い 。
つ
ま
り 、
作
者
が

||
作
者
の
都
合
が 、

こ
の
物
語の
舞
台
と
し
て
足
摺
岬
を
必
要
と
し
た 、
と
い
う
の
が
真
相
で
あ
ろ
う 。
」

(
前
掲・
1
5)
と
倉
酉
も
い
う
よ
う
に 、
な
ぜ
足
摺
仰
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の

か 、
に
つ
い
て
は
まっ
た
く

説
得
力
を
もっ
て
い
な
い 。

で
は
作
者
団
宮
は 、
自
分
も
訪
れ
た
こ
と
の
な
い
(
「
田
宮
さ
ん
は
そ
れ
で
も
映

画
を
い
く
ら
か
気
に
入っ
て
下
さっ
た
よ
う
で
あ
る。
試
写
が
す
ん
で 、
ぞ
ろ
ぞ
ろ

人
た
ち
が
会
場
か
ら
出
て
く
る
な
か
で一
言
い
わ
れ
た 。
『
足
措
岬っ
て
案
外
い
い

と
こ
ろ
な
ん
で
す
ね』
」
(
吉
村
公一二
郎
「
キ
ネ
マ
の
時
代」
〈
p ，
3
4
8)
)

足
摺
師へ 、
な
ぜ
「
私」
を
行
か
せ
た
の
で
あ
ろ
う
か 。
東
京
で
食
う
や
食
わ
ず
の

く
ら
し
を
送
る
胸
を
病
む
学
生
に 、
な
ぜ
汽
車
や
船
を
乗
り
継
い
で
わ
ざ
わ
ざ
地
の

果
て
と
も
い
うべ
き
と
こ
ろへ
た
ど
り
着
か
せ
る
の
か 。
ど
う
せ
自
殺
す
る
な
ら 、

伊
豆
半島
や
華
厳
の
滝
に
飛
び
込
ま
せ
た
方
が
手っ
と
り
早
い
は
ず
で
あ
る。

徳
川へ
の
う
ら
み
を
叫べ
る
入
閣
を
畳
場
さ
せ
る
た
め
で
あっ
た 。
近
代
の
日
本

「
(
前
略)
黒
菅
三
千
の
魂
が
生
き
な
が
ら
の
い
の
ち
を
さ
さ
げ
た
か
ん
じ
ん
か

な
め
の
徳
川
様
は
公
爵
様
に
お
さ
ま
る
し 、
世
の
中
は
黒
菅
な
ど
に
か
か
わ
り
も

な
し
に
移
り
襲
っ
て
い
っ
た
よ 、
健
は 、
そ
し
て
死
ん
だ
奴
等
は
い
っ
た
い
誰
の

た
め
に
戦
を
し
た
の
だ 、
一一
十
年
の
儀
の
苦
し
み
は
何
の
た
め
だ
っ
た
の
だ 、
黒

菅
の
く
の
字
も
忘
れ
ら
れ
て
し
ま
っ
て
み
れ
ば 、
死
ん
だ
も
の
の
浮
ぶ
瀬
は
ど
こ

に
あ
る
か 、
(
後
略)
」
(
3
5
5)

 

自
分
た
ち
は
全
滅す
る
ほ
ど
の
戦
い
を
繰
り
広
げ
た
の
に 、
そ
の
た
め
に
戦っ
た

お
人
は
滋
亡
す
る
で
も
な
く 、

世
が
変
わっ
て
も
の
う
の
う
と
生
き
延
び
て
い
る。

こ
の
自
分
た
ち
が
一信
じ
て
死
ん
だ
人
間
に
裏
切
ら
れ
た
老
遍
路
の
叫
び
こ
そ 、
田
宮
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が、
唐
突
を覚
悟の
う
え
で、
ど
うし
てもこ
こ
に
挿
入し

た
かっ

た
ものな
の
で

あ
る。

はしな
い。

だか
らこ
の
こ
つ
の
叫
び
を結び
付
け
る
連結
器
とし
て、
八重
は欠

か
すこ
とが
できな
かっ

た
の
であ
る。

し
か
も
八重が
元
気
であ
っ

た

な
らこ
んな
厭
世
的な
気
分

に
な
ら
ず 、
むし
ろ

そし
てこれ
が
ラス
トの

龍
喜の
叫び
に
対
応し
てい
るの
はも
ち
ろん
であ
る。

戦後の
生
活
に
追
われ
るま
ま
に
老
遍
路
を思い

出すこ
と
もな
かっ

た
だ
ろ
う 。

「
誰の

た

め
に
俺
は死
に
そこな
っ

た
ん
だ 、
負
け

た
も
くそ
もあ
るか、
俺
は

「
八重
の
墓
にい
そ」

い
でい
くか
ら、
健
審の
叫
び
を耳に
するこ
と

(
同
右)

ま
だ
負
け
てお
ら
ん
ぞ 、
俺
に
死ね
とい
っ

た
奴
は
誰だ 、
俺
は殺し
てや
る、

が
でき
るの
であ
る。

俺
に
死ね
死ね
とい
っ

た
奴
は、
一
人のこ
ら
ずぶ
っ

た
ぎっ
てや
る」

(
3
5
8)

 

「
足摺
岬」

の
比
較

特
攻
で死
に
損な
っ

た
龍
喜
と
将
軍の

た

め
に戦
っ
て死ねな
かっ

た
老
遍
路
は、

と
も
に
大儀
に
殉じ
よう
とし
て、
果

た
せな
かっ

た
人間
であ
る。
八
十年の
時

間
を聞
に、
一
方
は近
代
日
本(
帝
国)
の
成立
時に、
準
拠
する集
団の
頂
点
に

裏
切
られ、
も
う一
方
は近
代
日
本の
崩
壊
時に、
準
拠
する集
団の
頂
点
に
裏
切

られ

た
の
であ
る。

八重
の
小
さな
ア
ルバ
ム
をみつ
け

た

。
白
鳥が
池
に
お
よい
でい
る幼い
表
紙

の
槍が、
八重
が
生
き
てい

た
時のま
ま
であ
っ

た

。
私
はそ
の
頁
を一
枚一
枚

め
くっ
てい

た

が、
ふ
と、
八重
が、
弟の
龍
喜
を抱い

た
母
親の
お
ち
せ
と、

剣士
の
ような
遍
路
と、
人の
よい
笑い
をうか
べ

た
薬責
りに
と
りかこまれ

てうつ
っ
てい
る篤
異に
限が
とま
っ

た

。
(
中
略)
汽
車はま
だ
不
自
由
であ

っ

た

が、
私
は思い

た
っ
て
足摺

問ま
での
切
符
をか
っ

た

。

震 語 1重\ 主
人公の の

らくし
時間

主
出て
を

L

が事誇り
ぎ

年か 年(ぁ 九一 私
説

Li iz;i 
r、、

八
年
白 は 人称いて 在宅人生 は がる な 会で出

し 大学 三 八 ま 、い
年 一

決
定

が すで 摺足
岬

が、 東京の 九 画映
春ま 三

襲
量

に 五宇 喜唾弟 重存1 で
かし なに で 年四 f、、の

人称くじ る 冬か
る、 事イ士 翌ら こ がる 縄帰

と

nu

 

こ
の
二
つ
の
叫
び
を結び
付
け
る

た

め
に
の
み 、
八重
の
生
涯
はあ
っ

た
とい
え

るの
であ
る。

(
3
5
7)

 

「
私」
が
八重
と
結婚し
ていな
かっ

た
ら、
八重の
ア
ルバ
ム
をみ
るこ
と
はあ

りえ
ず 、
すると
老
遍
路
を思い

出すこ
と
もな

い。
そ
う
でな
く、
ふ
と
連
想
す

るこ
と
はあ
っ
ても 、
わ
ざ
わ
ざ
鉄
道の
混
乱し
てい
る待
期
に
足
摺

岬ま
でい
き
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足
摺
岬
に
い
く
原

因な
ぜ
足
摺
岬
か

足
摺
師
に
て

老
遍
路

か
残
さ
れ
て
い
な
い
?

(
「
む
な
し
い」
と
い
う

一言
葉
が
頻
出
す
る
が 、
実

態
は
不
明 。

何
と
な
く
死
に
た
かっ
た

(
自
殺
趣
味
?)

不
明
(
飛ひ
込
ん
だ
ら
上

が
ら
な
い
?)

八
重
と
肉
体
関
係
を
も
っ

佐
幕
の
黒
菅
慈
の
生
き
残

り 、
徳
川
家へ
の
恨
み
を

抱
い
て
い
る。

大
学
で
は
来
て
は
な
ら
な

い
所
に
い
る
と
い
う
意
識

が
あ
ろ
う)
、

大
儀
に
殉
ず
る
こ
と
の
虚
し
さ 、
上
に
立
つ
人
間
の

冷酷
さ
を
訴
え

た
と
こ
ろ
に 、
こ
の
作
品
が
一評
価
さ
れ
た
ポ
イ
ン
ト

が
あ
る
と
い
え
る
で
あ
ろ
う 。

こ
の
純
な
叫
び
に
比
べ
れ
ば 、
「

私」
が
自
殺
し
た
が
る
理
由
も 、
八
重
の
人
物

造
形
の
欠
如
も 、
田
宮
に
とっ
て
は
問
題
で
は
な
かっ
た
の
だ 。

小
説
と
し
て
は
四
つ
の
時
間
の
バ
ラ
ン
ス
を
欠
き 、
稚
拙
に
し
て
杜
撰
と
で
も
い

うべ
き
「
足
摺
悶」
が 、
戦
後
文
学
の
代
表
作
の
ひ
と
つ
に
数
え
ら
れ
る
の
は 、
ま

さ
し
く
こ
の
叫
び
が 、
昭
和
二
十
四
年
と
い
う
時
点
に
お
け
る
読
者
に
ス
ト
レ
ー
ト

に
伝
わ
り 、
共
感
を
よ
ん
だ
か
ら
で
あ
る
(
先
程
と
矛
盾
す
る
よ
う
だ
が 、
戦
後
が

生
々
し
かっ
た
こ
の
時
点
に
お
い
て
は 、
「
足
摺
畑町」
が
綴
密
に
設
定
さ
れ
て
い
た

な
ら 、
時
代
の
雰
囲
気
と
素
直
に
感
応
で
き
ず
に 、
評
価
さ
れ
な
かっ
た
か
も
し
れ

な
い)

。
小
説
「
足
謂
岬」
が
幸
運
な
作
品
と
い
う
な
ら 、

映画
「
足
摺
岬」
は
不
運
な
作

品
で
あ
る。
昭
和
二
九
年
(
昭
和
二
五
年
に
始
まっ
た
朝
鮮
戦
争
を
奇
貨
と
し
て
戦

後
日
本
は
復
興
し 、

翌三
十
年
に
は 、
石
原
慎
太
郎
の
「
太
陽
の
季
節」
が
評
判
を

呼
び 、
「
も
は
や
戦
後
で
は
な
い」
と
い
わ
れ
る
の
で
あ
る)
の
時
点
に
お
い
て
は 、

も
は
や
こ
の
よ
う
な
生
の
叫
び
は
共
感
を
よ
び
ょ
う
も
な
く 、
「

私」
と
八
重
を
主

人
公
に
し
た
メ
ロ
ド
ラ
マ
に
せ
ざ
る
を
え
な
かっ
た 。
そ
れ
を
他
の
作
品
で
補
強
し

て 、
脚
本
は
よ
く
ま
と
まっ
て
い
る
し 、
す
ぐ
れ
た
映画
に
仕
上
がっ
て
は
い
る
の

だ
が 、
昭
和
九
年
の
貧
し
い
大
学
生
と
出
前
も
ち
の
娘
の
恋
愛
も
の
で
は 、
原
作
小

説
の
よ
う
な
た
か
い
評
価
を
得
る
の
は
す
で
に
不
可
能
で
あっ
た 。

し
か
し
今
こ
の
映画
を
芸
術
作
品
と
し
て
み
る
な
ら
ば 、
決
し
て
鑑
賞
に
耐
え
な

い
も
の
で
は
な
い 。
す
で
に
述べ
た
音
楽
や
カ
メ
ラ
や
脚
本
ば
か
り
で
な
く 、
ス
タ

ッ
フ
や
キ
ャ

ス
ト

の
こ
の
作
品
に
か
け
る
意
気
込
み
ま
で
も
感
じ
ら
れ
る
も
の
で
あ

を
も
っ
↓

卑
屈
↓

憎
し
み

。
友
人
か
ら
見
捨
て
ら
れ

る、
隣
の
苦
学
生
の
自
殺

、
八
重一
の
帰郷
(
自
分
の

世
界
が
失
わ
れ
る)

母
の
死 、
貧
困 、
胞
の
病

、
尊
敬
す
る
左
翼
の
学
者

の
拘
引
(
心
の
拠
り
所
を

喪
失)

密
か
に
愛
す
る
八
重
が
い

る。生
き
る
意
欲
を
も
っ 。

人
生
経
験
豊
か
な
老
人 。

る

絶
対
君
主
制
で
あ
る
か
ど
う
か
は
別
に
し
て 、
日
本
帝
国
の
八
十
年
を 、
こ
の
二

つ
の
生
々
し
い
叫
び
で
く
くっ
て
(
小
説
の
評
価
と
は
別
に 、
こ
の
ア
イ
デ
ア
は
お

も
し
ろ
い 。
た
だ
し
こ
れ
を
生
か
す
た
め
に
は
本
来
もっ
と
丁
寧
に
設
定
す
る
必
要

小
説
「
足
摺
岬」
は
数
十
行
の
生
の
叫
び
で
もっ
て 、
「
不
朽
の」
評
価
を
え
た

奇
妙
な
作
品
で
あ
る。
今
必
要
な
の
は
戦
後
と
い
う
べ
l

ル
を
取
り
払っ
て 、
等
身

大
の
評
価
を
す
る
こ
と
で
あ
ろ
う 。
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「
足
摺
岬」
の
テ
キ
ス
ト
は
「
現
代
日
本文
学
全
集」
第
七
七
巻
(
講
談
社'
昭
和

三
五
年)
に
よ
り 、
ペ
ー

ジ
数
の
み
を
記
す 。
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