
芥
川
龍
之

い
る
。
そ
の
事
実
は

品
の
出
来
は
も
う
一

井
英
次
氏
の
記
述
や

る
「
発
表
当
時
か
ら

い
う
友
田
悦
生
氏
の

は
じ

芥
川
龍
之
介
「
葱

雑
誌
「
新
小
説
」
第

れ
た
作
品
集
『
影
燈

石
内
蔵
之
助
』（
大

造
社
）『
芥
川
龍
之
介

「
葱
」
は
発
表
当
時

芥
川

介
「
葱
」
論

、『
芥
川
龍
之
介
事
典
』
の
「
葱
」
の

つ
で
、
高
く
評
価
す
る
こ
と
は
出
来
な

、『
芥
川
龍
之
介
全
作
品
事
典
』
の

あ
ま
り
高
い
評
価
を
得
て
き
た
作
品
と

記
述
か
ら
も
窺
わ
れ
る
。
実
際
、「
葱

め
に

」
は
、
大
正
九
（
１
９
２
０
）
年
一
月

二
五
年
第
一
号
に
掲
載
さ
れ
た
。
同
月

籠
』（
春
陽
堂
）
に
収
め
ら
れ
、
そ
の

・

・

春
陽
堂
）『
沙
羅
の
花
』

集
』（
大

・
４
・
１
新
潮
社
）
に
再

か
ら
あ
ま
り
評
価
の
得
ら
れ
な
か
っ

龍
之
介
「
葱
」
論

｜
｜
龍
之
介
と
「
ル
ス
テ
ィ
ッ

項
に
お
け
る
「
作

い
」
と
い
う
海
老

「
葱
」
の
項
に
お
け

は
言
い
難
い
」
と

」
は
発
表
か
ら
今

メ
ー
ジ
が
強

を
異
に
し
て

う
か
。

本
稿
で
は

川
龍
之
介
の

一
日
、
春
陽
堂
の

二
八
日
に
刊
行
さ

後
『
或
る
日
の
大

（
大

・
８
・

改

録
さ
れ
た
。

た
作
品
と
さ
れ
て

あ
る
。

し
か
し
、

自
身
は
、「
葱

発
表
後
に
書

す
る
厳
し
い

何
か
作
者
の

「
羅
生
門
」

ヒ
ェ
ヒ
ス
ト
リ
エ
ン
」
｜
｜

日
に
至
る
ま

い
芥
川
作
品
の
中
で
、「
葱
」
は
明
ら

い
る
。「
葱
」
に
よ
っ
て
芥
川
は
、
何

、「
葱
」
に
対
す
る
読
者
・
批
評
家
の

自
信
と
を
照
ら
し
合
わ
せ
な
が
ら
、
芥

そ
の
よ
う
な
「
葱
」
に
対
す
る
評
価
と

」
に
あ
る
程
度
の
自
信
を
感
じ
て
い

か
れ
た
、
南
部
修
太
郎
へ
の
手
紙
な
ど

批
判
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
芥
川
が
自
信

特
別
な
思
い
入
れ
が
あ
っ
た
の
で
は
な

（
大
４
・

）
や
「
鼻
」（
大
５
・
２

齋

藤

で
、
あ
ま
り
論
及
さ
れ
る
こ
と
が
な
か

九
七

か
に
従
来
の
作
品
と
作
風

を
伝
え
た
か
っ
た
の
だ
ろ

評
価
と
、
作
者
で
あ
る
芥

川
の
「
葱
」
に
対
す
る
思

は
裏
腹
に
、
芥
川
龍
之
介

た
と
い
う
こ
と
が
、
本
作

か
ら
窺
え
る
。
作
品
に
対

を
持
ち
得
た
「
葱
」
に
は
、

い
だ
ろ
う
か
。

）
な
ど
、
歴
史
小
説
の
イ

香

っ
た
芥
川
龍
之
介
作
品
で



こ
の
作
品
の
ス

「
田
中
君
」
に
だ

純
情
さ
に
よ
っ

導
き
出
さ
れ
る

や
す
い
も
の
で

西
原
氏
は
、「
葱

「『
芸
術
的
感
激
』
よ

内
容
か
ら
云
つ

朝
の
懸
賞
小
説

論
あ
れ
を
読
ん

仕
方
な
し
に
書

者
が
二
度
と
繰

ま
た
現
在
の
批
評

作
中
人
物
」（
平
８
・

芥
川
龍
之

い
、
そ
し
て
芥
川
が

「
葱
」
の
主
題
に
つ
い

一

発
表
当
時
の
「
葱

印
象
」（
大
９
・
２
）

ト
ー
リ
ー
は
う
ぶ
な
「
お
君
さ
ん
」

ま
さ
れ
そ
う
に
な
っ
た
の
を
、
そ
の

て
救
わ
れ
る
と
い
う
月
並
な
も
の
で
あ

主
題
も
、「
芸
術
的
感
激
」
よ
り
も

あ
る
。

」
の
ス
ト
ー
リ
ー
を
「
月
並
な
も
の

り
も
『
実
生
活
』
と
解
り
や
す
い
も

て
、「
葱
」
は
大
し
た
も
の
で
は
な
い

を
思
は
せ
る
や
う
な
、
極
め
て
極
め
て

で
も
解
る
通
り
、
雑
誌
の
編
集
者
か
ら

い
た
間
に
合
は
せ
も
の
だ
ら
う
。（
中

返
し
て
書
く
べ
き
性
質
の
も
の
で
は
な

で
は
、
西
原
千
博
氏
「『
葱
』
試
解
｜

）
が
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る

介
「
葱
」
論

「
葱
」
に
よ
っ
て
伝
え
た
か
っ
た

て
考
察
し
て
い
き
た
い
。

作
品
評
価

」
の
作
品
内
容
に
対
し
て
、
廣
津
和
郎

で
極
め
て
厳
し
い
評
価
を
下
し
て
い

が
似
非
芸
術
家
の

「
お
君
さ
ん
」
の

る
し
、
そ
こ
か
ら

「
実
生
活
」
と
解
り

」
と
し
、
主
題
も

の
」（
お
そ
ら
く

い
か
と
考
え

初
出
「
新

い
た
。漢

の
大

る
。
夜

か
さ
を

光
さ
へ

。
五
六
年
前
の
万

軽
い
も
の
だ
。
勿

攻
め
立
て
ら
れ
て

略
）
あ
の
作
は
作

い
。

作
品
を
飛
び
出
す

。

方
な
し
に
書

そ
ら
く
そ
れ

の
語
り
手
と

は
締
切
日
を

い
や
、
書
か

つ
た
の
で
あ

説
を
書
き
上

こ
と
、
す
な
わ
ち

は
「
新
春
文
壇
の

る
。

「
芸
術
的
感
激

い
る
と
考
え

こ
れ
ら
の

が
窺
え
る
の

「
月
並
な
も
の

ま
ず
、
廣

ら
れ
る
。

小
説
」
に
お
け
る
「
葱
」
の
冒
頭
に
は

将
韓
信
は
、
両
手
を
腰
に
組
み
な
が
ら

は
既
に
更
け
渡
つ
て
、
か
す
か
な
蟋
蟀

擾
す
も
の
は
な
い
。
い
や
、
此
処
に
燃

、
余
り
の
静
か
さ
に
気
圧
さ
れ
た
せ
い

い
た
間
に
合
は
せ
も
の
」
と
判
断
し
た

は
、
初
刊
本
『
影
燈
籠
』
で
は
削
除
さ

し
て
登
場
す
る
「
作
者
た
る
お
れ
」
の

明
日
に
控
へ
た
今
夜
、
一
気
呵
成
に
こ

う
と
思
ふ
の
で
は
な
い
。
書
か
な
け
れ

る
。」
や
、「
正
直
に
云
つ
て
し
ま
へ
。

げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。

」
よ
り
も
「
実
生
活
」
の
方
が
重
要

ら
れ
る
。
｜
引
用
者
注
）
と
述
べ
、
低

批
評
か
ら
、「
葱
」
に
対
す
る
発
表
当

だ
が
、
果
た
し
て
「
葱
」
は
本
当
に

」
な
の
だ
ろ
う
か
。

津
和
郎
が
「
葱
」
を
「
雑
誌
の
編
集
者

、
次
の
文
章
が
記
さ
れ
て

、
帷
幕
の
中
を
歩
い
て
ゐ

の
声
の
外
に
、
陣
営
の
静

え
て
ゐ
る
一
盞
の
燈
火
の

か
、
次
第
に
陰
々
と
暗
く

理
由
を
考
え
て
み
る
。
お

れ
た
冒
頭
部
分
と
、
作
中

言
葉
、
す
な
わ
ち
「
お
れ

の
小
説
を
書
か
う
と
思
ふ
。

ば
な
ら
な
く
な
つ
て
し
ま

お
れ
は
今
夜
中
に
こ
の
小

」
な
ど
に
よ
る
の
で
は
な

九
八

だ
と
い
う
こ
と
を
述
べ
て

い
評
価
を
下
し
て
い
る
。

時
と
現
在
の
評
価
の
低
さ

「
大
し
た
も
の
」
で
は
な
く

か
ら
攻
め
立
て
ら
れ
て
仕



芥
川
龍
之

や
つ
と
お
れ
の

き
さ
へ
す
れ
ば

お
そ
ら
く
廣
津
和

冒
頭
部
分
を
単
な
る

冒
頭
部
分
に
は
単
な

帳
前
の
銅
鑼
を

時
に
燈
火
の
丁

帷
幕
の
中
を
罩

と
書
き
出
す
と

く
量
見
は
毛
頭

の
小
説
を
書
く

さ
へ
す
れ
ば
好

朦
朧
と
見
え
る

左
車
の
計
を
用

を
堅
う
し
て
、

の
は
容
易
で
な

遅
く
ま
で
帷
幕

何
か
ふ
と
心
に

め
る
と
、
会
心

な
つ
て
、
お
ご

介
「
葱
」
論

思
ひ
つ
い
た
一
策
が
、
背
水
の
陣
だ
つ

好
い
の
で
あ
る
。

郎
は
「
作
者
た
る
お
れ
」
の
言
葉
を
素

原
稿
の
字
数

ぎ
と
し
て
捉
え
た
の
だ

る
字
数

ぎ
で
は
な
い
、
芥
川
の
「
葱

三
度
鳴
ら
し
た
。
誰
か
来
い
と
云
ふ
相

字
が
落
ち
て
、
お
ご
そ
か
に
金
甲
を
鎧

め
た
う
す
暗
か
ら
、
神
の
如
く
鮮
に
浮

、
さ
も
歴
史
小
説
の
冒
頭
ら
し
い
が
、

な
い
。
実
は
唯
そ
の
時
の
韓
信
の
如
く

為
に
、
七
転
八
倒
の
苦
し
み
を
し
た
と

い
の
で
あ
る
。
さ
う
し
て
こ
れ
又
そ
の

ば
か
り
で
あ
る
。
趙
の
成
安
君
陳
余
は

ひ
な
か
つ
た
ら
し
い
。
が
、
二
十
万
の

漢
軍
の
来
り
攻
め
る
の
を
待
つ
て
ゐ
る

い
。
彼
は
か
う
云
う
問
題
に
悩
ま
さ
れ

の
中
を
あ
ち
ら
こ
ち
ら
と
歩
い
て
ゐ
た

浮
ん
だ
策
が
あ
つ
た
の
で
あ
ら
う
。
韓

の
微
笑
を
漏
し
な
が
ら
、
腰
に
組
ん
だ

そ
か
に
金
甲
の
鎧
つ
た
彼
の
姿
も
、
今

た
と
云
ふ
事
を
書

直
に
受
け
止
め
、

ろ
う
。
し
か
し
、

」
に
対
す
る
思
い

天
地
を
切
り

に
対
す
る
自

冒
頭
部
分
は

あ
っ
た
芥
川

「
読
者
諸
君
は

図
で
あ
る
。
と
同

つ
た
彼
の
姿
は
、

び
上
つ
た
。
｜
｜

そ
ん
な
も
の
を
書

、
お
れ
も
新
年
号

云
ふ
事
を
、
書
き

時
の
韓
信
の
如
く
、

な
い
だ
ろ
う

し
い
が
、
そ

こ
れ
ま
で
多

介
の
内
的
変

け
て
き
た
歴

っ
た
だ
ろ
う

か
ず
に
、
現

、
遂
に
広
武
君
李

趙
軍
は
、
夙
に
塁

。
こ
の
敵
を
破
る

な
が
ら
、
今
夜
も

。
が
、
そ
の
内
に

信
は
急
に
足
を
止

両
手
を
解
い
て
、

韓
信
と
は

立
て
、
張
良

韓
信
が
二
〇

に
、
遂
に
一

「
お
れ
」
お
そ

事
」、
ま
た
、

い
る
。
こ
れ

で
は
唯
影
の
如
く

が
窺
え
る
。

開
こ
う
と
す
る
芥
川
龍
之
介
の
挑
戦
を

負
が
込
め
ら
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
だ

「
七
転
八
倒
の
苦
し
み
」
を
し
、
こ
の

か
ら
の
、
読
者
に
向
け
た
挑
戦
的
な

、
ま
た
俺
が
歴
史
小
説
を
書
い
た
と

か
。
ま
た
、「
｜
｜
と
書
き
出
す
と
、

ん
な
も
の
を
書
く
量
見
は
毛
頭
な
い
。

く
書
い
て
き
た
歴
史
小
説
か
ら
脱
却
し

化
が
表
れ
て
い
る
よ
う
に
も
考
え
ら
れ

史
小
説
か
ら
の
脱
却
で
あ
る
。
成
功
す

。
し
か
し
、
芥
川
の
得
意
分
野
で
あ
っ

代
小
説
を
書
き
上
げ
た
と
い
う
こ
と
を

、
秦
末
漢
初
の
武
将
で
あ
り
、
漢
の
高

・
蕭
何
と
共
に
三
傑
と
称
さ
れ
た
人
物

万
人
も
の
趙
軍
を
前
に
し
て
、
帷
幕
の

策
を
思
い
つ
い
た
姿
を
描
き
、
こ
の

ら
く
芥
川
龍
之
介
が
、「
七
転
八
倒

こ
の
作
品
の
一
策
が
「
背
水
の
陣
」

ら
は
、
ま
さ
に
芥
川
自
身
の
「
葱
」
に

九
九

試
み
る
気
持
ち
と
、
作
品

ろ
う
か
。
つ
ま
り
、
こ
の

作
品
が
「
背
水
の
陣
」
で

言
葉
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

思
っ
た
だ
ろ
う
。
し
か
し

さ
も
歴
史
小
説
の
冒
頭
ら

」
と
い
う
一
文
か
ら
は
、

よ
う
と
す
る
、
芥
川
龍
之

る
。
こ
れ
ま
で
評
価
を
受

る
か
ど
う
か
、
不
安
も
あ

た
歴
史
小
説
を
あ
え
て
書

考
え
る
と
、
そ
こ
に
は
新

祖
劉

に
仕
え
て
手
柄
を

で
あ
る
。
そ
の
漢
の
大
将
、

な
か
で
悩
み
抜
い
た
挙
句

作
品
を
書
く
に
際
し
て
、

の
苦
し
み
を
し
た
と
云
う

で
あ
っ
た
こ
と
を
表
し
て

対
す
る
素
直
な
思
い
で
は



二
〇
日
頃
ど
こ

僕
こ
の
頃
衝
天

芥
川
龍
之
介
が
、

「
葱
」
に
対
す
る
自
信

な
く
、
単
な
る
弁
明

「
葱
」
の
発
表
か
ら
二

に
読
者
か
ら
の
評
価

で
、
南
部
修
太
郎
に

『
葱
』
は
決
し
て

な
文
句
も
あ
れ

き
馬
を
責
め
て

ヒ
ェ
ヒ
ス
ト
リ

『
葱
』
型
の
作
品

る
能
は
ず
君
以

芥
川
龍
之

今
回
は
違
う
ぞ
。」
と

と
考
え
ら
れ
る
の
で

二

芥
川
は
、「
葱
」
のか

で
会
ふ
べ
し
そ
の
時
異
義
あ
れ
ば
論

の
気
あ
り
誰
と
で
も
更
に
論
戦
を
辞
す

友
人
南
部
修
太
郎
に
宛
て
た
こ
の
書

が
窺
え
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
と
も

に
過
ぎ
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
し
か

ヶ
月
も
後
に
書
か
れ
た
と
い
う
こ
と

は
、
芥
川
の
耳
に
も
入
っ
て
い
た
と
考

次
の
よ
う
な
書
簡
を
送
っ
て
い
る
。

悪
作
な
ら
ず
嘘
だ
と
思
つ
た
ら
本
を

ど
あ
れ
は
あ
れ
に
て
完
成
せ
る
も
の
な

鹿
た
れ
と
云
ふ
に
類
せ
ず
や
否
や
ウ
イ

エ
ン
中
『
葱
』
の
如
く
な
る
も
の
幾
何

全
部
を
非
と
す
る
は
よ
し
『
葱
』
を

て
如
何
と
な
す
か

介
「
葱
」
論

い
う
芥
川
の
思
い
が
込
め
ら
れ
て
い

あ
る
。

「
葱
」
と
「
ル
ス
テ
ィ
ッ
ヒ
ェ
ヒ
ス

｜
書
簡
に
見
る
芥
川
の
自
信

発
表
後
、
大
正
九
（
１
９
２
０
）
年

陣
を
整
え
て
来
れ

る
も
の
に
非
ず

簡
か
ら
、
芥
川
の

こ
れ
は
自
信
で
は

し
、
こ
の
書
簡
は

を
考
え
る
と
、
既

え
ら
れ
る
。
そ
れ

た
短
編
集

と
考
え
ら
れと

そ
し
て
、

も

話
」
と
な
る

読
む
べ
し
二
三
嫌

り
君
の
非
難
の
如

ド
の
ル
ス
テ
ィ
ッ

あ
る
か
故
に
云
う

非
と
す
る
は
会
す

グ
ス
タ
ー
フ

ウ
イ
ド
（
１

世
紀
末
の
時

お
り
、
自
然

著
し
た
作
家

ウ
イ
ド
の

と
は
、
お
そ

る
の
で
は
な
い
か

ト
リ
エ
ン
」

三
月
一
一
日
付
け

に
も
か
か
わ

る
様
子
を
見

の
も
の
と
捉

ま
た
、
書

『
葱
』
の
如
く

巻
』
の
注
釈

（
ド
イ
ツ
語

る
。

と
は
、「
陽
気
な
」
と

は
、「
物
語
」「
話
」
と
い
う
意
味
を

も
ま
た
、「
物
語
」「
話
」
と

と
同
じ
意
味
を
持
つ
ド
イ
ツ
語
で
あ

、

も
、
訳
す

。
第
一
高
等
学
校
時
代
に
、
ド
イ
ツ
語

・
ウ
イ
ド
（

）
の
こ
と

８
５
８

１
９
１
４
）
は
、「
極
度
に

代
を
、
皮
肉
と
風
刺
と
揶
揄
で
生
き
抜

主
義
的
な
作
品
と
と
も
に
ユ
ー
モ
ア
に

で
あ
る
。

「
ル
ス
テ
ィ
ッ
ヒ
ェ
ヒ
ス
ト
リ
エ
ン

ら
く
、
明
治
二
九
（
１
８
９
６
）
年
に 一

ら
ず
「
異
義
あ
れ
ば
論
陣
を
整
え
て
来

る
と
、
や
は
り
こ
の
自
信
は
、
率
直
に

え
て
も
よ
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

簡
中
に
は
「
ウ
イ
ド
の
ル
ス
テ
ィ
ッ

な
る
も
の
」
と
の
一
節
が
あ
る
。『

に
よ
る
と
、
こ
の
「
ウ
イ
ド
」
と
は
、

版
）
の
こ
と
で
は
な
い
か

い
う
意
味
で
あ
り
、

持
つ
ド
イ
ツ
語
で
あ
る
。

訳
す
こ
と
が
で
き
る
、

る
。
つ
ま
り
、

と
、
ど
ち
ら
も
「
陽
気
な

を
学
ん
だ
芥
川
龍
之
介
は
、

を
指
す
。
グ
ス
タ
ー
フ
・

精
神
的
で
内
向
的
だ
っ
た

い
た
」
作
家
と
言
わ
れ
て

富
ん
だ
風
刺
的
な
作
品
を

」（

）

デ
ン
マ
ー
ク
で
発
行
さ
れ

〇
〇

れ
」
と
ま
で
豪
語
し
て
い

「
葱
」
に
対
す
る
自
信
そ

ヒ
ェ
ヒ
ス
ト
リ
エ
ン
中

芥
川
龍
之
介
全
集

第
三

デ
ン
マ
ー
ク
の
劇
作
家
、



芥
川
龍
之

し
か
し
、

れ
を
底
本
と
し
て
森

森

外
と
芥
川
龍

生
」
と
称
し
、

外

大
正
六
（
１
９
１
７

で
は
、
芥
川
は
何
を

言
っ
て
い
る
の
だ
ろ

上
の
特
徴
だ
ろ
う
か

形
式
と
内
容
の
両
方

て
い
な
い
た
め
、
こ

中
の
作
品
全
部
と
を

に
宛
て
た
手
紙
を
書

な
い
か
と
推
測
さ
れ

を
読
ん
だ

は
、
東
京
大
学

る
。書

簡
の
文
面
か
ら

の
言
う
と
こ
ろ
の
「

お
そ
ら
く

介
「
葱
」
論

に
収
録
さ
れ
た
作
品

外
の
手
に
よ
り
翻
訳
さ
れ
て
い
る
作

之
介
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
当
時
、
芥

の
作
品
に
敬
服
し
て
い
た
こ
と
が
彼
の

）
年
三
月
八
日
付
け
江
口
渙
宛
て
書

も
っ
て
「『
葱
』
の
如
く
な
る
」「『
葱

う
か
。
作
品
中
に
作
者
が
登
場
す
る
と

、
そ
れ
と
も
内
容
面
で
の
特
徴
だ
ろ
う

に
つ
い
て
言
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う

に
所
収
さ
れ
た
全
作
品
を
、
実

の
問
題
に
関
し
て
「
葱
」
と

比
較
し
、
そ
の
共
通
点
を
探
し
出
す
こ

く
時
に
、
そ
の
意
味
を
違
う
語
で
も
っ

る
。
ま
た
、
ド
イ
ツ
語
で
書
か
れ

可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
。
現
在
、

付
属
図
書
館
蔵
、
通
称
「

外
文
庫

推
測
す
る
と
、
お
そ
ら
く
こ
の
短
編
集

『
葱
』
の
如
く
な
る
も
の
」
が
存
在
す

の
意
味
を
理
解
し
て
お

の
な
か
に
は
、
そ

品
が
三
作
あ
る
。

川
が

外
を
「
先

書
簡
か
ら
窺
え
る
。

簡
に
は
、「
こ
の
間

そ
こ
で
、

く
こ
と
に
す

あ
ら
す
じ
を

容
の
面
か
ら

ど
う
い
う
も

』
型
の
作
品
」
と

い
う
よ
う
な
形
式

か
。
あ
る
い
は
、

か
。
現
段
階
で
、

際
に
確
か
め
ら
れ

と
は
で
き
な
い
。

は
、
第
二
次

「
私
を
も
同
人

す
」
と
あ
り

う
に
少
な
か

あ
る
こ
と
か

イ
ド
三
作
が

か
。

て
書
い
た
の
で
は

た」
に
残
さ
れ
て
い

の
な
か
に
、
芥
川

る
と
考
え
ら
れ
る
。

略
）
あ
の
う

ま
で
は
い
り

外
が
同
一

宛
て
書
簡
に

を
用
ひ
候
間

下
さ
れ
」
と

ま
た
、
同
一

り
、
南
部
修
太
郎

又
山
椒
大
夫

一

ひ
と
ま
ず
は
、

外
に
よ
っ
て
日
本
語

る
。
す
な
わ
ち
、「
ね
ん
ね
え
旅
籠
」

紹
介
し
た
後
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
作
品
と

比
較
し
、「『
葱
』
の
如
く
な
る
も
の
」

の
か
考
察
し
て
い
き
た
い
。

「
明
星
」（
大
一
〇
・
一
一
月
）
復
刊

の
一
人
に
御
加
へ
下
す
つ
た
よ
し
御

、
芥
川
が

外
を
非
常
に
敬
っ
て
い
た

ら
ず
、
芥
川
が

外
の
作
品
に
影
響
を

ら
、
ウ
イ
ド
作
品
と
芥
川
作
品
と
を
比

も
つ
価
値
は
大
い
に
あ
る
と
考
え
て
も

ま
さ
は
と
て
も
群
集
に
は
わ
か
ら
な
い

こ
ま
な
く
つ
ち
や
駄
目
で
す
ね
え
」
と

一
年
に
死
去
し
た
後
も
、
大
正
一
四
年

は
、「
小
生
は

外
流
に
『
わ
け
』
は

、
そ
れ
だ
け
は
拙
文
を
御
校
正
な
さ
る

あ
る
。
こ
れ
ら
か
ら
芥
川
の

外
に
対

〇
年
九
月
一
四
日
付
け
で
、
芥
川
が
直

を
よ
ん
で
し
み
じ
み

外
先
生
の
大
手

〇
一

訳
さ
れ
た
三
作
を
見
て
い

「
尼
」「
午
後
十
一
時
」
の

「
葱
」
と
を
、
形
式
と
内

「『
葱
』
型
の
作
品
」
と
は

を
祝
う
言
葉
と
と
も
に

厚
意
有
難
く
御
礼
申
し
ま

こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
よ

受
け
た
こ
と
は
明
ら
か
で

較
す
る
際
に
、

外
訳
ウ

よ
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

で
せ
う
あ
あ
い
ふ
と
こ
ろ

の
一
節
が
あ
る
。
ま
た
、

九
月
九
日
付
け
潁
原
退
蔵

『
訳
』
を
用
ひ
ず
『
訣
』

方
へ
よ
ろ
し
く
お
ん
伝
へ

す
る
傾
倒
ぶ
り
が
窺
え
る
。

接

外
へ
送
っ
た
書
簡
に

腕
に
敬
服
し
ま
し
た
（
中



す
こ
と
が
で
き
る
か

っ
て
い
く
赤
ん
坊
の

赤
ん
坊
を
ホ
テ
ル
へ

せ
る
始
末
と
な
る
。

で
あ
る
」
と
、
言
わ

次
に
、
小
説
「
午

行
の
雑
誌
「
太
陽
」

に
お
い
て
上
演
さ
れ

で
あ
る
。

「
ね
ん
ね
え
旅
籠
」

が
、
物
語
の
中
心
と

そ
れ
が
泊
り
が
け
に

結
局
、
女
中
と
一
緒

今
度
は
、
精
神
不
安

芥
川
龍
之

ま
ず
、「
ね
ん
ね
え

（
１
９
０
９
）
年
四
月

タ
ア
フ
、
ヰ
イ
ド
作

月
一
〇
日
、
易
風
社

曲
は
、
大
正
二
年
二

に
お
い
て
上
演
さ
れ

ど
う
か
が
心
配
に
な
っ
て
く
る
。
さ
ら

た
め
の
荷
物
の
こ
と
で
も
大
騒
動
に
な

あ
ず
け
る
の
に
、
つ
い
に
馬
車
に
一
杯

こ
の
作
品
は
、「
非
常
識
な
市
民
階
級

れ
て
い
る
。

後
十
一
時
」
は
明
治
四
三
（
１
９
１
０

第
一
六
巻
第
一
号
に
「
午
後
十
一
時

た
。
独
訳
の
原
題
は
、

で
は
、
ヨ
ハ
ン
と
い
う
人
物
か
ら
招

な
っ
て
い
る
。
こ
の
夫
婦
、
招
待
を
受

な
り
自
分
の
赤
ん
坊
を
ど
う
す
る
か
で

に
近
く
の
ホ
テ
ル
に
泊
ま
ら
せ
る
こ
と

定
の
女
中
が
、
夜
中
赤
ん
坊
が
泣
い
た

介
「
葱
」
論

旅
籠
」
だ
が
、
こ
の
作
品
は
戯
曲
で

一
日
発
行
の
「
心
の
花
」
第
一
三
巻

森
林
太
郎
訳
」
と
し
て
掲
載
さ
れ
た

発
行
の
作
品
集
『
続
一
幕
物
』
に
収
め

月
二
二
日
、
二
三
日
の
両
日
、
黒
猫
座

、
さ
ら
に
同
一
〇
年
三
月
、
文
芸
座
に

に
、
ホ
テ
ル
へ
持

り
、
た
っ
た
一
晩

の
大
荷
物
を
持
た

の
徹
底
的
な
諷
刺

）
年
一
月
一
日
発

」
と
題
し
、「
グ
ス

「
僕
」
の

に
向
け

さ
れ
、

な
ベ
ン

に
は
、

ら
れ
た

想
の
ひ

待
を
受
け
た
夫
婦

け
た
の
は
良
い
が
、

悩
む
こ
と
に
な
る
。

に
す
る
の
だ
が
、

時
に
、
目
を
覚
ま

的
体
験

だ
ら
り

様
な
反

い
と
こ

に
移
す

わ
ち
神

「
僕
」

あ
り
、
明
治
四
二

第
四
号
に
「
グ
ス

。
そ
し
て
翌
年
一

ら
れ
た
。
こ
の
戯

に
よ
っ
て
有
楽
座

よ
っ
て
帝
国
劇
場

タ
ア
フ
・
ヰ

め
ら
れ
た
。

こ
の
作
品

カ
フ
ェ
で
体

『
森

外
の
翻

「
僕
」

内
に
ひ
め
ら
れ
た
恐
れ
と
憎
悪
だ
っ

ら
れ
た
ベ
ン
ト
の
憎
し
み
は
外
に
向
か

い
つ
で
も
行
為
に
移
さ
れ
得
る
状
態
に

ト
の
攻
撃
性
に
と
ま
ど
い
、
な
す
術
を

「
僕
」
が
眠
り
に
お
ち
て
し
ま
い
、
夢

よ
う
な
気
分
の
う
ち
に
行
う
の
で
あ
る

と
つ
の
具
体
的
な
表
現
に
ほ
か
な
ら
な

と
は
、
ほ
か
で
も
な
い
、
ふ
た
り
が
そ

と
垂
れ
た
鼻
の
せ
い
で
象
人
間
と
呼
ば

感
を
覚
え
、
つ
い
に
は
そ
い
つ
の
鼻
を

ろ
に
ま
で
い
た
っ
た

末
で
あ
る
。
も

前
に
、「
僕
」
は
妄
想
に
と
り
つ
か
れ

秘
的
か
つ
催
眠
的
体
験
の
骨
格
を
な
す

に
妄
想
を
喚
起
し
た
の
は
、
象
皮
病 一

イ
ド
作

外
口
譯
」
と
し
て
掲
載
さ

独
訳
の
原
題
は
、

で
は
、
登
場
人
物
の
「
僕
」
と
ベ
ン
ト

験
し
た
奇
妙
な
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
扱
っ

訳
文
学
』
に
詳
し
い
の
で
、
そ
の
説

と
ベ
ン
ト
が
ベ
ル
ニ
ー
ナ
と
い
う
店

た
。
そ
れ
に
反
し
、
異
形

っ
て
あ
か
ら
さ
ま
に
明
示

あ
っ
た
。「
僕
」
は
そ
ん

知
ら
ず
に
い
た
が
、
実
際

の
中
で
、
催
眠
術
に
か
け

が
、
そ
れ
は
「
僕
」
の
妄

か
っ
た
。

の
店
で
出
会
っ
た
小
男
、

れ
て
い
る
男
に
対
し
て
異

爪
弾
き
せ
ず
に
は
す
ま
な

っ
と
も
、
爪
弾
き
を
実
行

て
し
ま
う
。
そ
れ
が
す
な

の
で
あ
る
。

の
矮
小
漢
に
対
す
る
、

〇
二れ

、『
現
代
小
品
』
に
収

で
あ
る
。

が
、
コ
ペ
ン
ハ
ー
ゲ
ン
の

て
い
る
。
長
島
要
一
氏
の

明
を
引
用
す
る
。

で
味
わ
っ
た
神
秘
的
催
眠



芥
川
龍
之

な
行
為
に
た
い
そ
う

に
向
う
か
ら
キ
ス
を

は
締
め
く
く
ら
れ
る

以
上
、
三
作
の
梗

「
ね
ん
ね
え
旅
籠
」
を

れ
ち
が
う
。「
己
」

「
己
」
は
以
前
、
二
人

ら
れ
、
気
の
狂
い
そ

散
歩
道
で
「
己
」
は

を
し
た
。
す
る
と
尼

い
、
つ
い
に
は
尼
の

の
話
を
聞
い
て
い
る

「
我
等
」
第
一
年
第
一

一
月
一
五
日
、
国
民

た
。
こ
の
『
諸
国
物

「
仲
間
の
久
米
正
雄
・

に
惚
れ
込
ん
で
」
い

で
あ
る
。

登
場
人
物
の
兄
と

最
後
に
小
説
「
尼

介
「
葱
」
論

興
味
を
示
し
、「
夢
を
見
る
や
う
な
目

し
た
の
か
い
。」
と
「
己
」
に
問
う
た

。概
に
触
れ
た
が
、
次
は
「
葱
」
と
の
比

見
て
い
く
。
こ
の
物
語
の
形
式
は
戯

は
、
既
に
、
そ
の
二
人
の
尼
の
こ
と

の
う
ち
の
若
い
方
の
尼
の
、
赤
い
唇

う
に
な
る
思
い
を
し
た
と
い
う
経
験
が

、
突
然
そ
の
尼
の
前
に
立
ち
ふ
さ
が
り

は
「
己
」
を
拒
絶
す
る
ど
こ
ろ
か
、

方
か
ら
キ
ス
を
し
か
え
し
た
の
で
あ

兄
は
、
牧
師
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら

号
に
「（

）

外
譯
」
と
し
て

文
庫
刊
行
会
発
行
の
単
行
本
『
諸
国
物

語
』
に
つ
い
て
は
芥
川
龍
之
介
が
東
大

松
岡
譲
・
成
瀬
正
一
ら
と
読
み
、
そ

た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。
独
訳

「
己
」
は
、
コ
ペ
ン
ハ
ー
ゲ
ン
の
町
で

」
は
、
大
正
三
（
１
９
１
４
）
年
一
月

附
き
」
で
「
本
当

後
に
、
こ
の
物
語

較
で
あ
る
。
ま
ず

曲
で
あ
る
た
め
、

の
二
元
対
立

中
に
ご
く
世

「
肉
」
と
の
二

と
「
実
生
活

川
は
、「
尼
」

を
知
っ
て
い
た
。

に
強
く
惹
き
つ
け

あ
っ
た
。
あ
る
日
、

、
い
き
な
り
キ
ス

「
抱
か
れ
」
て
し
ま

る
。「
己
」
か
ら
こ

ず
、「
己
」
の
大
胆

う
と
、
そ
れ

「『
葱
』
型
の

そ
し
て
「

人
称
に
よ
る

し
か
し
、
や

こ
と
は
、
こ

容
を
見
て
み

掲
載
さ
れ
、
翌
年

語
』
に
収
め
ら
れ

英
文
科
時
代
に
、

の
訳
文
の
見
事
さ

の
原
題
は
、

、
二
人
の
尼
と
す

「
葱
」
と
は
異

関
し
て
、
ス

徹
底
的
な
諷

れ
た
「
お
君

次
に
、「
午

れ
る
形
式
と

た
し
て
こ
の

一
日
発
行
の
雑
誌

作
中
に
登
場

一

が
、『
牧
師
を
し
て
い
る
兄
と
己
』
の

俗
的
に
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
」
の

元
対
立
が
、
芥
川
龍
之
介
「
葱
」
に

」
の
存
在
に
似
て
い
る
と
考
え
ら
れ
な

に
お
い
て
「
精
神
」
が
「
肉
」
に
勝

は
判
然
と
し
な
い
。
内
容
面
か
ら
見
て

作
品
」
で
あ
る
と
は
言
い
難
い
だ
ろ
う

尼
」
で
あ
る
が
、
こ
の
作
品
も
「
午
後

語
り
の
形
式
と
い
う
点
で
は
、「
葱
」

は
り
こ
こ
に
お
け
る
「
己
」（
お
れ
）

の
作
品
を
読
ん
だ
だ
け
で
は
わ
か
ら
な

る
。
長
島
要
一
氏
に
よ
る
と
、
こ
の
短

な
り
、
両
者
の
形
式
上
の
共
通
点
は

ト
ー
リ
ー
は
「
葱
」
と
は
全
く
違
う
も

刺
」
と
言
わ
れ
る
点
は
、「
葱
」
に
お

さ
ん
」
に
通
じ
る
と
こ
ろ
が
あ
る
よ
う

後
十
一
時
」
の
形
式
を
見
る
と
、「
僕

な
っ
て
い
る
。
こ
の
点
で
は
、「
葱
」

作
品
の
中
で
、「
僕
」
作
者
と
い
う
構

す
る
作
者
「
お
れ
」
の
語
り
に
よ
っ

〇
三

間
に
交
わ
さ
れ
る
対
話
の

だ
が
、
こ
の
「
精
神
」
と

お
け
る
「
芸
術
的
感
激
」

い
だ
ろ
う
か
。
つ
ま
り
芥

て
な
い
の
と
同
じ
よ
う
に
、

も
、「
午
後
十
一
時
」
が

。十
一
時
」
と
同
じ
く
、
一

と
の
共
通
点
を
見
出
せ
る
。

が
作
者
か
ど
う
か
と
い
う

い
。
一
方
、「
尼
」
の
内

編
で
は
、「
精
神
と
肉
と

見
出
せ
な
い
。
内
容
面
に

の
だ
が
、「
市
民
階
級
の

け
る
通
俗
的
に
戯
画
化
さ

に
思
わ
れ
る
。

」
と
い
う
一
人
称
で
語
ら

と
共
通
す
る
の
だ
が
、
は

造
に
な
っ
て
い
る
か
と
い

て
物
語
が
進
ん
で
い
く



い
か
と
考
え
ら
れ
る

三

数
少
な
い
従
来
の

際
に
は
、
必
ず
と
言

と
「
実
生
活
」
と
い

ド
の
リ
ュ
ス
テ
ィ
ッ

う
の
は
、「
精
神
と
肉

な
作
品
を
指
し
て
い

つ
ま
り
、
芥
川
龍

も
の
」
と
の
対
立
、

描
い
た
「
尼
」
の
よ

る
の
は
や
め
て
く
れ

芥
川
龍
之

「
葱
」
に
お
い
て
も

読
者
に
捉
え
ら
れ
て

現
段
階
で
は
、

め
、
今
後
は
、
全
作

と
な
る
だ
ろ
う
。
し

三
作
品
と
「
葱
」
と

の
で
あ
る
。

芥
川
龍
之
介
が
伝
え
た
か
っ
た
こ

｜「
葱
」
の
主
題

研
究
に
お
い
て
、「
葱
」
の
主
題
に
つ

っ
て
よ
い
ほ
ど
、
主
人
公
お
君
さ
ん
の

う
二
つ
の
キ
ー
ワ
ー
ド
が
示
さ
れ
て
き

ヒ
ェ
ヒ
ス
ト
リ
エ
ン
中
『
葱
』
の
如
く

と
の
二
元
対
立
」
を
あ
ら
わ
し
て
い

る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
考
え
に
至
る

之
介
は
「
葱
」
を
、「
精
神
的
な
も
の

及
び
「
精
神
」
は
「
肉
」
に
は
勝
て
な

う
な
ウ
イ
ド
作
品
と
、
同
一
の
も
の
と

と
い
う
こ
と
を
、
南
部
修
太
郎
に
訴
え

介
「
葱
」
論

「
芸
術
的
感
激
」
は
「
実
生
活
」
に
は

い
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
た
の
だ
ろ

中
の
全
作
品

品
と
「
葱
」
と
を
比
較
し
た
更
な
る
詳

か
し
、
本
稿
の
よ
う
に
、
森

外
に
よ

を
比
較
す
る
と
、
芥
川
龍
之
介
が
言
うとい

て
述
べ
ら
れ
る

「
芸
術
的
感
激
」

た
。
一
見
す
る
と

と
い
う
と
、

の
カ
フ
ェ
と

ェ
と
は
フ
ラ

時
代
、
カ
フ

を
食
べ
る
」

が
二

三
人

た
文
士
、
画

な
る
も
の
」
と
い

る
「
尼
」
の
よ
う

の
で
あ
る
。

」
と
「
肉
体
的
な

い
と
い
う
こ
と
を

見
な
し
て
批
判
す

て
い
た
の
で
は
な

と
い
う
二
つ

そ
こ
で
、

い
く
。

ま
ず
、
一

職
業
「
女
給

る
大
正
の
世

フ
ェ
ー
時
代

勝
て
な
い
の
だ
と
、

う
。

を
見
て
い
な
い
た

し
い
調
査
が
必
要

っ
て
翻
訳
さ
れ
た

と
こ
ろ
の
「
ウ
イ

「
竹
久
夢
二
君

色
彩
に
富
ん

髪
結
の
二
階

暗
い
十
燭
の

「
自
炊
生
活
に

な
作
中
の
描

若
者
向
け
の
お
洒
落
な
喫
茶
店
を
思
い

は
、
現
在
の
そ
れ
と
は
か
な
り
違
っ
た

ン
ス
語
（

）
で
コ
ー
ヒ
ー
店
の
意

ェ
と
は
「
女
給
の
サ
ー
ビ
ス
で
ビ
ー
ル

こ
と
を
目
的
と
す
る
形
態
の
店
を
指
し

い
る
く
ら
い
の
小
規
模
店
が
多
」
く
、

家
な
ど
も
来
て
、
リ
キ
ュ
ー
ル
な
ど
を

の
キ
ー
ワ
ー
ド
が
用
い
ら
れ
る
の
で
あ

具
体
的
に
お
君
さ
ん
の
「
実
生
活
」
と

つ
目
は
、
お
君
さ
ん
が
勤
め
る
「
カ
ツ

仕
」
に
つ
い
て
で
あ
る
。
増
田
太
次
郎

相
・
風
俗
』
に
お
い
て
、「
大
正
は
カ

は
女
給
時
代
で
も
あ
っ
た
。」
と
述
べ 一

の
画
中
の
人
物
が
抜
け
出
し
た
」
よ

で
」
い
る
趣
味
を
持
っ
た
お
君
さ
ん
で

」
に
あ
る
「
天
井
の
低
い
六
畳
」
の
部

電
燈
の
下
」
に
は
「
世
知
辛
い
東
京

必
要
な
、
台
所
道
具
」
も
並
ん
で
い

写
か
ら
、「
葱
」
の
主
題
に
は
「
芸
術

浮
か
べ
る
が
、
大
正
時
代

よ
う
で
あ
る
。
本
来
カ
フ

味
で
あ
る
。
し
か
し
大
正

か
酒
を
飲
み
な
が
ら
洋
食

、「
エ
プ
ロ
ン
姿
の
女
給

ま
た
店
内
で
は
「
す
ま
し

飲
み
な
が
ら
、
女
給
相
手

ろ
う
。

「
芸
術
的
感
激
」
を
見
て

フ
エ
」
と
、
お
君
さ
ん
の

氏
は
『
チ
ラ
シ
広
告
に
見

フ
ェ
ー
時
代
で
あ
り
、
カ

て
い
る
。
現
在
、
カ
フ
ェ

〇
四

う
な
、
優
雅
で
「
芸
術
的

あ
る
が
、
一
方
で
は
「
女

屋
を
間
借
り
し
、「
う
す

の
実
生
活
」
を
象
徴
す
る

る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う

的
感
激
」
と
「
実
生
活
」



芥
川
龍
之

も
感
じ
さ
せ
る
抒
情

圭
氏
に
よ
る
と
「
夢

ロ
マ
ン
チ
シ
ズ
ム
の

大
正
期
に
か
け
て
の

雑
誌
な
ど
の
コ
マ
絵

ら
れ
た
」
の
で
は
な

の
同
時
代
性
が
窺
え

次
は
、「
竹
久
夢
二

「
明
治
の
末
年
か
ら
大

憧
れ
の
哀
切
な
美
し

風
は
「
江
戸
時
代
以

主
義
的

囲
気
と
を

五
島
慶
一
氏
は
「

小
説
｜
」
で
、
芥
川

挿
に
挿
し
た
「
百
合

女
」
と
い
っ
た
、
カ

上
」
に
登
場
し
て
い

と
す
る
作
品
を
本
格

当
代
風
俗
を
よ
く
代

や
客
同
士
で
静
か
に

介
「
葱
」
論

世
界
を
作
り
上
げ
た
」
と
言
わ
れ
て
い

二
こ
そ
大
正
ロ
マ
ン
チ
シ
ズ
ム
で
あ
り

華
々
し
き
旗
手
」
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ

爆
発
的
な
竹
久
夢
二
人
気
の
始
発
は
、

で
あ
っ
た
。
大
正
期
に
は
〈
夢
二
ブ
ー

い
か
と
述
べ
て
い
る
。「
葱
」
に
は
当

る
の
で
あ
る
。

」
で
あ
る
。
竹
久
夢
二
（
１
８
８
４

正
、
昭
和
に
か
け
て
日
本
中
の
若
い

さ
を
教
え
た
詩
人
画
家
」
で
あ
っ
た
。

来
の
伝
統
的
な
絵
草
紙
の
世
界
と
西
欧

と
も
に
受
け
継
い
で
、
ハ
イ
カ
ラ
で
あ

左
様
な
ら
。
お
君
さ
ん
。
｜
芥
川
龍
之

龍
之
介
作
品
に
お
い
て
「
自
動
ピ
ア
ノ

の
造
花
」、「
白
い
前
掛
」
や
「
綺
麗

フ
ェ
と
い
う
場
や
そ
こ
を
飾
る
小
道

る
こ
と
を
指
摘
し
、「
こ
の
時
期
に
芥

的
に
書
こ
う
と
し
た
（
所
謂
「
現
代
物

表
す
る
も
の
の
一
つ
と
し
て
カ
フ
ェ
の

雑
談
を
楽
し
ん
で
い
た
」
と
い
う
。

る
。
ま
た
木
村
重

、
夢
二
こ
そ
大
正

る
。
明
治
末
か
ら

少
年
雑
誌
や
婦
人

ム

が
起
こ
り
、

し
て
い
る
の

お
君
さ
ん

綴
の
書
物
」

「
新
朝
顔
日
記

も
当
時
の
風

時
の
社
会
風
俗
と

１
９
３
４
）
は
、

男
女
の
心
に
夢
と

そ
し
て
、
そ
の
画

の
世
紀
末
の
耽
美

る
と
同
時
に
郷
愁

っ
た
庶
民
の

卓
袱
台
は
、

た
」
そ
う
で

さ
れ
た
「
古

く
机
の
代
わ

「
茶
ぶ
台
」
の

君
さ
ん
の
「

介
『
葱
』
と
通
俗

」
や
硝
子
の
一
輪

に
化
粧
し
た
給
仕

具
が
、
既
に
「
路

川
が
現
代
を
舞
台

」
へ
の
途
）
と
き
、

描
写
が
採
り
入
れ

こ
れ
ら
か

の
「
芸
術
的

時
社
会
と
の

他
に
も
、

い
る
。
卓
袱

こ
れ
が
大
正

い
う
こ
と
が

そ
の
ブ
ー
ム

一

で
あ
る
。

の
机
で
あ
る
「
茶
ぶ
台
」
の
上
に
は
、

が
何
冊
か
並
ん
で
い
る
。「
不
如
帰
」

」
な
ど
で
あ
る
が
、
お
君
さ
ん
の
趣

俗
描
写
と
言
え
る
。

家
庭
で
は
、
机
の
な
い
家
庭
が
多
く
、

子
供
の
勉
強
や
、
大
人
が
手
紙
を
書
く

あ
る
。「
葱
」
の
中
で
「
便
宜
上
、
仮

色
を
帯
び
た
茶
ぶ
台
」
を
、
ま
さ
に
お

り
と
し
て
使
用
し
て
い
た
。
こ
の
よ

描
写
は
、
当
代
風
俗
を
よ
く
あ
ら
わ

実
生
活
」
す
な
わ
ち
、
あ
ま
り
豊
か
で

ら
、「
カ
ツ
フ
エ
の
女
給
仕
」
や
「
竹

感
激
」
に
分
類
さ
れ
る
と
考
え
ら
れ
、

同
時
代
性
を
持
た
せ
よ
う
と
し
た
こ
と

当
時
の
風
俗
描
写
と
し
て
「
茶
ぶ
台
」

台
は
、
明
治
末
か
ら
大
正
に
か
け
て
普

時
代
に
果
た
し
た
大
き
な
役
割
の
一
つ

挙
げ
ら
れ
る
。
当
時
、
こ
れ
と
い
っ
て

の
担
い
手
は
主
に
若
い
女
性
だ
っ
た
よ

〇
五

「
余
り
新
し
く
な
い
西
洋

「
松
井
須
磨
子
の
一
生
」

味
で
あ
る
こ
れ
ら
の
書
物

「
食
事
の
済
ん
だ
あ
と
の

と
き
の
机
に
早
変
わ
り
し

に
机
と
呼
ん
で
置
く
」
と

君
さ
ん
は
手
紙
な
ど
を
書

う
に
、「
葱
」
に
お
け
る

し
て
い
る
と
同
時
に
、
お

は
な
い
生
活
を
も
あ
ら
わ

久
夢
二
」
は
、
お
君
さ
ん

ま
た
芥
川
が
「
葱
」
に
当

が
窺
え
る
。

（
卓
袱
台
）
が
登
場
し
て

及
し
た
と
言
わ
れ
て
お
り
、

に
、
机
の
役
目
を
し
た
と

家
具
ら
し
い
も
の
が
な
か

う
で
あ
る
。



岡
本
綺
堂
の
戯
曲
で

わ
れ
た
。
当
時
の
有

の
が
あ
る
こ
と
か
ら

ま
た
作
中
「
森
律
子

優
の
第
一
期
生
で
あ

こ
の
よ
う
に
、
芥

用
い
て
い
る
。
ま
た

続
け
、
家
庭
小
説
の

「
松
井
須
磨
子
の
一

る
と
、
大
正
八
（
１

秋
田
雨
雀
と
仲
木
貞

磨
子
（
１
８
８
６

優
」
で
あ
る
。

「
新
朝
顔
日
記
」
と

芥
川
龍
之

「
不
如
帰
」
は
、
明

月
二
四
日
の
『
国
民

三
年
一
月
に
民
友
社

結
核
の
た
め
、
夫
の

一
生
の
名
残
に
浪
子

如
帰
」
は
、
明
治
期

あ
り
、
大
正
七
年
一
二
月
に
は
帝
国
劇

名
な
標
語
に
「
今
日
は
帝
劇
、
明
日
は

も
、
当
時
の
帝
国
劇
場
の
流
行
ぶ
り
は

」
と
い
う
名
が
出
て
く
る
が
、
こ
の
森

る
。

川
龍
之
介
は
主
人
公
お
君
さ
ん
の
趣
味

、
そ
の
趣
味
は
ご
く
庶
民
的
な
も
の
と

代
表
作
と
言
わ
れ
た
。

生
」
は
、『
芥
川
龍
之
介
全
集

第
五

９
１
９
）
年
一
月
、
日
本
評
論
社
出
版

一
の
『
須
磨
子
の
一
生
』
を
指
す
よ
う

１
９
１
９
）
と
は
、「
明
治
・
大
正
期

は
、
一
九
一
二
年
六
月
「
演
芸
画
報

介
「
葱
」
論

治
三
一
（
１
８
９
１
）
年
一
一
月
二

新
聞
』
に
発
表
さ
れ
た
徳
富
蘆
花
の
小

か
ら
刊
行
さ
れ
た
。
主
人
公
浪
子
は
、

武
男
と
離
縁
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
り
、

を
連
れ
て
京
阪
を
旅
行
す
る
と
い
っ
た

屈
指
の
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
と
な
り
、
昭
和

場
で
の
初
演
も
行

三
越
」
と
い
う
も

窺
い
知
れ
よ
う
。

律
子
と
は
帝
劇
女

に
当
時
の
流
行
を

言
え
る
だ
ろ
う
。

に
、
一
般
商

シ
ョ
ー
ウ
ィ

し
て
い
っ
た

ィ
ン
ド
ー
の

よ
り
、
魅
力

で
は
な
い
だ

り
カ
レ
ン
ダ

巻
』
の
注
釈
に
よ

部
よ
り
出
さ
れ
た
、

で
あ
る
。
松
井
須

の
有
名
な
新
劇
女

」
に
掲
載
さ
れ
た

ト
で
見
た
小

出
し
の
楽
隊

ふ
杉
の
葉
の

ロ
ス
」「
露
店

の
中
の
サ
ン

具
体
的
に
見

明
治
末
か

九
日
か
ら
翌
年
五

説
で
あ
り
、
同
三

二
一
歳
に
し
て
肺

悲
し
ん
だ
武
男
は

あ
ら
す
じ
の
「
不

に
至
る
ま
で
売
れ

「
余
り
新
し
く

の
で
は
な
く

あ
っ
た
こ
れ

な
が
ら
、
ま

あ
ら
わ
し
て

そ
し
て
、

店
で
は
こ
の
こ
ろ
、
特
に
大
正
に
入
る

ン
ド
ー
の
あ
る
店
が
次
々
に
現
れ
、
商

」
と
い
う
。
大
正
時
代
、「
飾
窓
」
と

こ
と
を
指
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
シ
ョ

的
に
華
や
い
だ
当
時
の
商
店
街
は
、
一

ろ
う
か
。
そ
し
て
「
画
端
書
」（
絵
葉

ー
）
も
、「
飾
窓
」
と
同
様
に
明
治
末

川
町
、
淡
路
町
、
須
田
町
往
来
の
風
景

の
音
」「
目
ま
ぐ
る
し
い
仁
丹
の
広
告

飾
」「
蜘
蛛
手
に
張
つ
た
万
国
々
旗
」

に
並
ん
だ
画
端
書
や
日
暦
」
で
あ
る

タ
・
ク
ロ
ス
」
と
「
露
店
に
並
ん
だ
画

て
い
き
た
い
。

ら
大
正
に
か
け
て
透
明
な
ガ
ラ
ス
が
出 一

な
い
」
書
物
と
い
う
描
写
か
ら
は
、

古
本
で
あ
る
と
い
う
こ
と
も
窺
え
る
。

ら
の
書
物
は
、
お
君
さ
ん
に
と
っ
て
の

た
新
し
い
本
も
買
え
な
い
と
い
う
お
君

い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
印
象
的
な
風
物
描
写
は
、
お
君

と
「
百
貨
店
を
も
含
め
て
、

店
街
を
魅
力
あ
る
も
の
に

い
う
と
、
こ
の
シ
ョ
ー
ウ

ー
ウ
ィ
ン
ド
ー
の
出
現
に

般
庶
民
の
憧
れ
だ
っ
た
の

書
）
や
「
日
暦
」（
日
め
く

か
ら
大
正
に
か
け
て
、
た

、
す
な
わ
ち
「
歳
暮
大
売

電
燈
」「
ク
リ
ス
マ
ス
を
祝

「
飾
窓
の
中
の
サ
ン
タ
・
ク

。
こ
れ
ら
の
う
ち
「
飾
窓

端
書
や
日
暦
」
に
つ
い
て

現
し
た
こ
と
を
き
っ
か
け

〇
六

そ
れ
ら
の
本
が
新
品
の
も

つ
ま
り
、
当
時
の
流
行
で

「
芸
術
的
感
激
」
で
あ
り

さ
ん
の
「
実
生
活
」
を
も

さ
ん
が
田
中
君
と
の
デ
ー



芥
川
龍
之

は
、
第
二
章
で
示
し

と
大
き
く
矛
盾
す
る

芥
川
龍
之
介
が
、

タ
ー
フ
・
ウ
イ
ド
の

の
」
と
の
対
立
、
及

第
一
章
で
も
示
し

千
博
氏
は
、「『
葱
』

の
主
題
に
つ
い
て
「

の
」
で
あ
る
と
述
べ

の
方
が
重
要
で
あ
り

と
い
う
こ
と
を
言
っ

を
「
解
り
や
す
い
も

的
感
激
」
で
あ
る
と

こ
の
よ
う
に
、
お

当
時
の
風
俗
や
流
行

「
葱
」
に
同
時
代
性
を

の
流
行
は
一
般
庶
民

川
は
お
君
さ
ん
の
豊

ら
れ
る
の
で
あ
る
。

い
へ
ん
流
行
し
た
も

介
「
葱
」
論

た
、
芥
川
が
南
部
修
太
郎
へ
宛
て
た
手

の
で
あ
る
。

あ
の
手
紙
で
南
部
修
太
郎
に
伝
え
た
か

作
品
に
見
ら
れ
る
「
精
神
的
な
も
の
」

び
、「
精
神
」
は
「
肉
」
に
勝
て
な
い

た
が
、
こ
れ
ま
で
の
「
葱
」
の
主
題
解

試
解
｜
作
品
を
飛
び
出
す
作
中
人
物
」

『
芸
術
的
感
激
』
よ
り
も
『
実
生
活
』

て
い
る
。
こ
れ
は
、「
芸
術
的
感
激
」

、
所
詮
「
芸
術
的
感
激
」
は
「
実
生
活

て
い
る
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て

の
」
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し

考
え
ら
れ
る
。

君
さ
ん
の
趣
味
な
ど
の
描
写
を
見
て
み

を
ふ
ん
だ
ん
に
盛
り
込
む
こ
と
に

持
た
せ
よ
う
と
し
た
こ
と
が
窺
え
る

の
間
で
は
や
っ
た
も
の
だ
と
考
え
ら
れ

か
で
な
い
「
実
生
活
」
を
も
表
そ
う
と

の
で
あ
り
、
こ
れ
ら
は
、
お
君
さ
ん
に

紙
の
内
容
の
解
釈

っ
た
の
は
、
グ
ス

と
「
肉
体
的
な
も

と
い
う
こ
と
を
描

に
対
す
る
二

芥
川
龍
之
介

五
島
氏
や
友

術
」
と
「
現

か
ら
逃
れ
る

釈
と
し
て
、
西
原

の
な
か
で
、「
葱
」

と
解
り
や
す
い
も

よ
り
も
「
実
生
活
」

」
に
は
勝
て
な
い

、
西
原
氏
は
そ
れ

、
こ
の
主
題
設
定

『
葱
』
と
通
俗

れ
る
〈（
芥
川

自
体
に
そ
も

い
る
。
ま
た

逃
れ
る
た
め

に
つ
い
て
、

る
の
は
早
計

る
と
、
作
品
発
表

よ
っ
て
、
芥
川
が

。
そ
し
て
こ
れ
ら

る
こ
と
か
ら
、
芥

し
た
こ
と
が
考
え

れ
と
い
う
こ

ま
さ
に
芥
川

リ
エ
ン
中
『

の
主
題
に
つ

的
感
激
』
よ

題
が
あ
る
の

こ
れ
に
対

と
っ
て
の
「
芸
術

い
た
作
品
と

一

つ
の
態
度
の
対
比
と
考
え
る
べ
き
で
あ

は
「
葱
」
に
よ
っ
て
、
読
者
に
何
を
伝

田
氏
も
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
確

実
」
と
の
対
比
な
ど
で
は
な
い
だ
ろ
う

た
め
の
芸
術
趣
味
と
、
そ
れ
を
破
る
葱

小
説
｜
」
の
中
で
、「
こ
の
作
の
主
題

自
ら
に
於
け
る
）『
芸
術
』
対
『
現
実

そ
も
問
題
が
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か

、
友
田
悦
生
氏
は
「
葱
」
の
主
題
に
関

の
芸
術
趣
味
と
、
そ
れ
を
破
る
葱
の

前
者
を
芸
術
、
後
者
を
現
実
と
い
う
よ

で
あ
ろ
う
。
む
し
ろ
こ
の
対
比
は
、『

と
だ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
、
西

が
批
判
す
る
と
こ
ろ
の
「
ウ
イ
ド
の
リ

葱
』
の
如
く
な
る
も
の
」
の
主
題
と
さ

い
て
、
南
部
修
太
郎
へ
の
手
紙
と
合
わ

り
も
『
実
生
活
』」
と
い
う
西
原
千
博

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

し
、
五
島
慶
一
氏
は
「
左
様
な
ら
。
お

、「
葱
」
と
を
同
一
の
も
の
と
見
な
し

〇
七 る

。」
と
述
べ
て
い
る
。

え
た
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

か
に
そ
れ
は
、
単
に
「
芸

。
し
か
し
、「『
人
間
苦
』

の
『
辛
辣
な
』
匂
い
と
の

と
し
て
し
ば
し
ば
措
定
さ

』『
生
活
』
と
い
う
構
図

。」
と
問
題
提
起
を
し
て

し
て
「『
人
間
苦
』
か
ら

『
辛
辣
な
』
匂
い
と
の
対
比

う
に
無
造
作
に
置
き
換
え

人
間
苦
』
に
満
ち
た
現
実

原
千
博
氏
の
主
題
設
定
は
、

ュ
ス
テ
ィ
ッ
ヒ
ェ
ヒ
ス
ト

れ
る
も
の
で
あ
る
。「
葱
」

せ
て
考
え
る
と
「『
芸
術

氏
の
主
題
設
定
に
は
、
問

君
さ
ん
。
｜
芥
川
龍
之
介

批
判
す
る
の
は
や
め
て
く



の
涙
の
中
へ
身
を
隠

「
人
間
苦
の
黄
昏
の
お

と
も
し
て
く
れ
る
。」

の
「
芸
術
的
感
激
」

と
で
あ
り
、「
芸
術
的

を
た
く
ま
し
く
生
き

お
そ
ら
く
芥
川
龍

え
ら
れ
る
の
で
は
な

や
『
藤
村
詩
集
』
な

フ
ア
エ
ル
の
マ
ド
ン

激
」
と
い
う
言
葉
で

「
世
知
辛
い
東
京
の
実

に
耐
え
る
た
め
の
栄

文
の
「
お
君
さ
ん
は

芥
川
龍
之

対
比
に
つ
い
て
、
前

換
え
る
の
は
早
計
で

ろ
う
か
。

や
は
り
、
こ
の
両

れ
る
の
で
は
な
い
だ

者
は
、「
人
間
苦
」
を

し
た
。」
と
い
う
部
分
や
、
こ
の
芸

ぼ
ろ
め
く
中
に
、
人
間
愛
の
燈
火
を

と
い
う
部
分
か
ら
窺
え
る
。
お
君
さ

な
し
に
「
実
生
活
」
を
生
き
て
い
く
こ

感
激
」
が
あ
る
か
ら
こ
そ
、
お
君
さ

て
い
く
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

之
介
は
、
お
君
さ
ん
に
と
っ
て
の
「
芸

い
だ
ろ
う
か
。
つ
ま
り
、「
葱
」
に
お

ど
の
「
西
洋
綴
の
書
物
」
や
ら
、
壁
に

ナ
」
の
「
雑
誌
の
口
絵
」
な
ど
、
い
わ

あ
ら
わ
さ
れ
る
も
の
は
、
恋
人
「
田
中

生
活
」
を
生
き
る
お
君
さ
ん
に
と
っ

養
剤
の
よ
う
な
存
在
だ
っ
た
の
で
あ
る

そ
の
実
生
活
の
迫
害
を
逃
れ
る
為
に
、

介
「
葱
」
論

者
を
芸
術
、
後
者
を
現
実
と
い
う
よ
う

あ
ろ
う
」
と
す
る
友
田
氏
の
説
は
果
た

者
は
表
面
上
で
は
、「
芸
術
」
と
「
現

ろ
う
か
。
分
類
さ
れ
た
上
で
、
お
君
さ

耐
え
る
術
と
し
て
、
同
じ
役
割
を
果

術
的
感
激
の
涙
が

つ
つ
ま
し
や
か
に

ん
に
と
っ
て
、
こ

と
は
絶
望
的
な
こ

ん
は
「
実
生
活
」

術
的
感
激
」
は
、

見
な
し
批
判

た
。
そ
し
て

は
な
く
、「
実

主
題
を
導
き

活
」
を
、「
芸

と
す
る
芥
川

に
至
っ
た
の

い
て
『
不
如
帰
』

貼
っ
て
あ
る
「
ラ

ゆ
る
「
芸
術
的
感

君
」
も
含
め
て
、

て
は
、「
人
間
苦
」

。
こ
れ
は
作
品
本

こ
の
芸
術
的
感
激

発
表
当
時

介
は
「『
葱
』

郎
へ
の
手
紙

ュ
ス
テ
ィ
ッ

神
的
な
も
の

に
は
勝
て
な

に
無
造
作
に
置
き

し
て
正
し
い
の
だ

実
」
と
に
分
類
さ

ん
に
と
っ
て
の
両

た
し
て
い
る
と
考

「
実
生
活
」
の

要
な
一
部
と

は
な
い
だ
ろ

ィ
ッ
ヒ
ェ
ヒ

こ
と
を
拒
ん

す
る
の
は
や
め
て
く
れ
と
い
う
芥
川
の

ま
た
、「
芸
術
的
感
激
」
は
、「
実
生
活

生
活
」
の
重
要
な
一
部
と
し
て
存
在

出
し
、「
葱
」
と
い
う
作
品
に
は
、「
人

術
的
感
激
」
と
共
に
、
た
く
ま
し
く

龍
之
介
の
姿
勢
と
メ
ッ
セ
ー
ジ
が
込
め

で
あ
る
。

お
わ
り
に

、
高
い
評
価
が
得
ら
れ
な
か
っ
た
に
も

は
決
し
て
悪
作
な
ら
ず
」
と
、
そ
の

に
書
き
記
し
た
。
本
稿
で
は
、
そ
こ
に

ヒ
ェ
ヒ
ス
ト
リ
エ
ン
」
と
「
葱
」
と
を

」
と
「
肉
体
的
な
も
の
」
と
の
対
立
、

い
と
い
う
こ
と
を
描
い
た
作
品
と
、「 一

対
極
に
あ
る
も
の
で
は
な
く
、
お
君

し
て
存
在
し
て
い
る
も
の
だ
と
い
う
こ

う
か
。
だ
か
ら
こ
そ
芥
川
は
、「
葱
」

ス
ト
リ
エ
ン
中
『
葱
』
の
如
く
な
る
も

だ
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
の
で

訴
え
を
浮
か
び
上
が
ら
せ

」
の
対
極
に
あ
る
も
の
で

し
て
い
る
も
の
だ
と
い
う

間
苦
」
に
満
ち
た
「
実
生

前
向
き
に
生
き
て
い
こ
う

ら
れ
て
い
る
と
い
う
考
え

か
か
わ
ら
ず
、
芥
川
龍
之

自
信
の
ほ
ど
を
南
部
修
太

記
さ
れ
た
「
ウ
イ
ド
の
リ

比
較
す
る
こ
と
で
、「
精

及
び
「
精
神
」
は
「
肉
」

葱
」
と
を
同
一
の
も
の
と

〇
八

さ
ん
の
「
実
生
活
」
の
重

と
を
伝
え
た
か
っ
た
の
で

と
「
ウ
イ
ド
の
リ
ュ
ス
テ

の
」
と
を
同
一
視
さ
れ
る

あ
る
。



芥
川
龍
之

分
は
初
刊
本
『
影

水
沢
利
忠
『
新

史
記
巻
九
二
」
一

『
芥
川
龍
之
介

（
平
９
・
６
・
９
、

注

に
同
じ
。

英
次
。

関
口
安
義
編

「
葱
」
の
項
、
四
一

廣
津
和
郎
「
新

編
『
芥
川
龍
之
介

５
・
９
・

、
日

西
原
千
博
「『
葱

、
平
８
・

）

芥
川
龍
之
介
「

う
に
考
察
を
進
め
て

に
満
ち
た
「
実
生
活

生
き
て
い
こ
う
と
す

値
が
あ
っ
た
こ
と
が

注

関
口
安
義
・
菊

・
７
・

、
明

「
葱
」
は
従
来
、
高

介
「
葱
」
論

燈
籠
』
以
降
、
削
除
さ
れ
て
い
る
。

釈
漢
文
大
系

史
記
一
〇
（
列
伝
三
）』

〇
五
頁

一
六
〇
頁
、（
平
８
・
６
・

、

全
集

第
一
九
巻
』「
大
正
９
年
」
の
項
、

岩
波
書
店
）

宮
坂
覺
「
注
解
」、
三
一
三
頁
。

『
芥
川
龍
之
介
全
作
品
事
典
』（
平

・
６

八
頁
、
本
項
の
執
筆
者
は
友
田
悦
生
。

春
文
壇
の
印
象
」（「
新
潮
」

｜
２
、
大
正

研
究
資
料
集
成

第
一
巻
』
所
収
、
二
五
八

本
図
書
セ
ン
タ
ー
）

』
試
解
｜
作
品
を
飛
び
出
す
作
中
人
物
｜

葱
」（「
新
小
説
」

｜
２
、
大
９
・
１
）。

い
く
と
、
こ
の
作
品
に
は
、
作
家
と
し

」
を
、「
芸
術
的
感
激
」
と
共
に
た
く

る
芥
川
自
身
の
、
そ
の
姿
勢
を
訴
え
る

わ
か
る
の
で
あ
る
。

地
弘
・
久
保
田
芳
太
郎
編
『
芥
川
龍
之
介

治
書
院
）「
葱
」
の
項
、
三
九
三
頁
、
本
項

い
評
価
の
得
ら
れ
な
か
っ
た
作
品
で「

淮
陰
侯
列
伝
第
三
二

明
治
書
院
）

一
八
頁

一
九
頁
、

増
田
太

堂
・
酒
場

注

に

五
島
慶

（「
日
本
近

高
階
秀

・
１
、
勉
誠
出
版
）

９
・
２
。
関
口
安
義

頁

二
五
九
頁
、
平

」（「
稿
本
近
代
文
学
」

な
お
、
こ
の
冒
頭
部

頁

五
七

注

に

関
口
安

（
平

・
森
林
太

・
１
・

森
林
太

庫
刊
行
会

注

に

て
の
「
人
間
苦
」

ま
し
く
前
向
き
に

も
の
と
し
て
の
価

事
典
増
訂
版
』（
平

の
執
筆
者
は
海
老
井

一
九
頁
、

『
芥
川

（
平
９
・

『
芥
川

８
・
８
、

注

に

森
林
太

四
頁

六

注

に

森
林
太

あ
る
が
、
こ
の
よ

長
島
要

一

次
郎
『
チ
ラ
シ
広
告
に
見
る
大
正
の
世
相
・

・
カ
フ
ェ
ー
、
二
〇
七
頁
、（
昭

・

・

同
じ
。
二
〇
二
頁

二
〇
三
頁
。

一
「
左
様
な
ら
。
お
君
さ
ん
。
｜
芥
川
龍
之

代
文
学
」

、
平

・

）

爾
『
原
色
日
本
の
美
術

第
二
十
七
巻

二
頁
、（
昭

・
４
・

、
岩
波
書
店
）

同
じ
。
三
六
頁

三
七
頁
。

義
『
芥
川
龍
之
介
』
第
七
章

時
代
へ
の
関

６
・

、
岩
波
書
店
）

郎
『

外
全
集

第
一
五
巻
』「
後
記
」、「

、
岩
波
書
店
）

郎
訳
『
諸
国
物
語
』「
尼
」
一
頁

一
三
頁

）同
じ
。
五
四
頁
。

（
平
５
・
１
・

、
至
文
社
）

龍
之
介
全
集

第
一
八
巻
』「
大
正
６
年
」

４
・
８
、
岩
波
書
店
）

龍
之
介
全
集

第
二
〇
巻
』「
大
正

年
」

岩
波
書
店
）

同
じ
。「
大
正

年
」
の
項
、
一
九
四
頁
。

郎
『

外
全
集

第
四
巻
』「
後
記
」、「
ね

六
五
頁
、（
昭

・
２
・

、
岩
波
書
店
）

同
じ
。
二
二
頁
。

郎
『

外
全
集

第
六
巻
』「
後
記
」、「
午

一
『
森

外
の
翻
訳
文
学
』
第
一
章

デ
ン〇

九 風
俗
』
後
編
、
第
五
章

食

１
、
ビ
ジ
ネ
ス
社
）

介
『
葱
』
と
通
俗
小
説
｜
」

近
代
の
洋
画
』
一
〇
八
頁
、

心
、
一
六
一
頁

一
六
二
頁
、

尼
」
の
項
、
六
九
三
頁
、（
昭

、（
大
４
・
７
・

、
国
民
文

の
項
、
九
二
頁

九
三
頁
、

の
項
、
一
七
九
頁
、（
平
９
・

ん
ね
え
旅
籠
」
の
項
、
六
六

後
十
一
時
」
の
項
、
五
七
一

マ
ー
ク
の
作
品
、
一
八
頁



社
）注

に
同
じ
。

注

に
同
じ
。

六
三
頁
。

注

に
同
じ
。

注

に
同
じ
。

芥
川
龍
之

（
昭

・

・

、

注

に
同
じ
。

後
藤
茂
樹
編
『

集
英
社
）、
執
筆
は

注

に
同
じ
。

『
芥
川
龍
之
介

３
・
８
、
岩
波
書

仲
木
貞
一
・
秋

前
編
、
第
一
章

大
正
時
代
と
都
市
生
活
、

前
編
、
第
三
章

百
貨
店
・
商
店
・
シ
ョ
ッ

介
「
葱
」
論

小
学
館
）

現
代
日
本
美
人
画
全
集

第
八
巻
』
七
八
頁

木
村
重
圭
。

後
編
、
第
三
章

日
用
品
と
く
ら
し
、
一
三

全
集

第
五
巻
』
中
島
礼
子
「
注
解
」、
三

店
）

田
雨
雀
『
恋
の
哀
史
須
磨
子
の
一
生
』（
平

一
七
頁
。

ピ
ン
グ
、
六
一
頁

、（
昭

・
４
・

、

三
頁
。

四
〇
頁
。（
平
８
・

・
３
・

、
大
空

一
一
〇


