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芥
川
龍
之
介
と
永
遠
回
帰
を
め
ぐ
る
考
察

︱

西

村

将

洋

た
だ
帰
っ
て
来
る
だ
け
だ
︑
つ
い
に
わ
た
し
の
も
と
へ
帰
郷
す
る
の
だ

︱
わ
た
し

自
身
の
自
己
が
︑
つ
ま
り
︑
こ
の
自
己
に
属
す
る
も
の
で
︑
長
く
異
郷
に
あ
り
︑
一

切
の
事
物
や
偶
然
の
あ
い
だ
に
散
逸
し
て
い
た
も
の
が
︒

︱
ニ
ー
チ
ェ
﹃
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ①
』

一
︑
芥
川
龍
之
介
と
萩
原
朔
太
郎

大
正
が
終
わ
り
昭
和
が
始
ま
る
一
ヶ
月
前
︑
芥
川
龍
之
介
は
﹁
萩
原
朔
太
郎

君
﹂
を
書
き
上
げ
た
︵
文
末
に
﹁︵
一
五
︑
一
一
︑
二
七
︶﹂
と
あ
る
︶︒
そ
の

文
が
北
原
白
秋
の
詩
誌
﹃
近
代
風
景
﹄
に
発
表
さ
れ
た
の
は
︑
芥
川
が
自
害
す

る
直
前
の
一
九
二
七
年
一
月
の
こ
と
で
あ
る
︒
芥
川
は
こ
う
語
っ
た
︒

宿
命
は
不
幸
に
も
萩
原
君
に
は
理
知
を
与
へ
た
︒
僕
は
敢
て
﹁
不
幸
に

も
﹂
と
言
ひ
た
い
︒
理
知
は
い
つ
も
ダ
イ
ナ
マ
イ
ト
で
あ
る
︒
時
に
は
そ

の
所
有
者
自
身
を
も
粉
砕
せ
ず
に
は
置
か
ぬ
ダ
イ
ナ
マ
イ
ト
で
あ
る
︒
し

か
も
萩
原
君
は
そ
の
理
知
の
上
に
少
か
ら
ず
ニ
イ
チ
エ
の
影
響
を
受
け
た
︒

︵
略
︶
僕
は
﹁
純
情
詩
集
﹂﹇
萩
原
の
詩
集
﹃
純
情
小
曲
集
﹄
を
指
す
⁝
引

用
者
注
﹈
を
読
ん
だ
時
︑
前
橋
の
風
物
を
歌
ひ
上
げ
た
詩
に
沈
痛
と
評
し

た
い
印
象
を
受
け
た
︒
同
時
に
又
﹁
月
に
吠
え
る
﹂︑
﹁
青
猫
﹂
等
よ
り
も

萩
原
君
の
真
面
目
は
こ
こ
に
あ
る
か
も
知
れ
な
い
と
云
ふ
印
象
を
受
け
た
︒

で
は
萩
原
君
の
真
面
目
は
何
か
と
言
へ
ば
︑
そ
れ
は
人
天
に
叛
逆
す
る
︑

一
徹
な
詩
的
ア
ナ
ア
キ
ス
ト
で
あ
る②
︒

萩
原
は
﹃
純
情
小
曲
集
﹄︵
新
潮
社
︑
一
九
二
五
年
八
月
︶
を
上
梓
し
た
際
︑

芥
川
へ
詩
集
の
批
評
を
依
頼
し
て
い
た
︒
萩
原
の
室
生
犀
星
宛
書
簡
︵
一
九
二

五
年
八
月
一
七
日
付
︶
に
も
﹁
新
潮
社
か
ら
詩
集
が
届
い
た
か
否
か
？

芥
川

君
に
逢
つ
た
ら
新
聞
紹
介
を
願
つ
て
下
さ
い
﹂
と
あ
る③
︒
そ
れ
が
約
一
年
の
期

間
を
経
て
実
現
し
た
の
で
あ
る
︒
芥
川
と
萩
原
の
直
接
的
な
交
流
は
︑
一
九
二

五
年
四
月
上
旬
に
萩
原
が
芥
川
の
住
む
東
京
田
端
へ
転
居
し
た
こ
と
に
始
ま
る
︒
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二
人
は
同
じ
く
田
端
に
転
居
し
て
き
た
室
生
犀
星
を
交
え
て
頻
繁
に
行
き
来
し

た
︒
萩
原
が
﹁
郷
土
望
景
詩
﹂︵﹃
日
本
詩
人
﹄
一
九
二
五
年
六
月
︶
を
発
表
し

た
際
に
は
︑
寝
床
で
﹃
日
本
詩
人
﹄
掲
載
の
そ
の
詩
を
読
ん
だ
芥
川
が
︑﹁
や

み
が
た
い
悲
痛
の
感
動
が
湧
き
あ
が
つ
て
き
て
︑
心
緒
の
興
奮
を
押
へ
る
こ
と

が
で
き
な
く
﹂
な
り
︑
寝
巻
き
姿
で
萩
原
宅
に
飛
び
込
ん
で
き
た
の
だ
と
い
う

︵
萩
原
朔
太
郎
﹁
芥
川
龍
之
介
の
死
﹂﹃
改
造
﹄
一
九
二
七
年
九
月
︶︒

そ
の
﹁
郷
土
望
景
詩
﹂
を
収
め
た
前
掲
﹃
純
情
小
曲
集
﹄
は
︑
右
に
芥
川
が

述
べ
た
通
り
︑﹃
月
に
吠
え
る
﹄
や
﹃
青
猫
﹄
の
口
語
自
由
詩
か
ら
文
語
自
由

詩
へ
の
転
換
を
遂
げ
た
特
筆
す
べ
き
詩
集
だ
っ
た
︒
こ
の
時
期
︑
芥
川
・
萩

原
・
室
生
の
三
名
は
次
世
代
の
堀
辰
雄
や
中
野
重
治
が
創
刊
し
た
詩
誌
﹃
驢

馬
﹄︵
一
九
二
六
年
四
月
～
一
九
二
八
年
五
月
︑
全
一
二
冊
︶
に
準
同
人
と
し

て
参
加
し
た
が
︑
そ
の
誌
上
で
も
﹁
郷
土
望
景
詩
﹂
は
注
目
を
集
め
た
︒
な
か

で
も
中
野
重
治
﹁
郷
土
望
景
詩
に
現
れ
た
憤
怒
に
つ
い
て
﹂︵﹃
驢
馬
﹄
一
九
二

六
年
一
〇
月
︶
は
︑
萩
原
が
﹁
無
産
階
級
派
の
作
家
﹂
へ
の
共
感
を
示
し
つ
つ

も
︑
社
会
主
義
者
を
拒
絶
し
て
ア
ナ
ー
キ
ス
ト
や
ダ
ダ
イ
ス
ト
と
の
合
流
を
表

明
し
た
点
を
問
題
視
し
た
︒﹁
小
市
民
的
俗
人
に
対
す
る
憤
怒
﹂
を
綴
っ
た

﹁
郷
土
望
景
詩
﹂
の
詩
人
萩
原
に
対
し
て
︑
中
野
は
﹁
社
会
主
義
者
﹂
と
の
共

闘
を
熱
く
訴
え
た
の
で
あ
る
︒
そ
れ
に
対
し
て
︑
晩
年
の
芥
川
は
中
野
の
詩
的

才
能
を
高
く
評
価
し
て
い
た
も
の
の
︑﹁
郷
土
望
景
詩
﹂
の
評
価
に
つ
い
て
は

﹁
一
徹
な
詩
的
ア
ナ
ア
キ
ス
ト
﹂
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
を
提
示
し
て
い
る
︒

こ
こ
で
萩
原
の
詩
に
託
さ
れ
た
芥
川
の
言
葉
の
断
片
は
︑
興
味
深
い
布
置
連

関
を
形
成
し
て
い
る
︒
注
意
し
た
い
の
は
先
の
引
用
前
半
部
で
あ
る
︒
芥
川
は

﹁
宿
命
﹂﹁
ダ
イ
ナ
マ
イ
ト
﹂
﹁
ニ
イ
チ
エ
﹂
の
語
を
連
ね
た
が
︑
哲
学
者
ニ
ー

チ
ェ
の
読
者
で
あ
れ
ば
︵
実
際
に
萩
原
は
ニ
ー
チ
ェ
の
愛
読
者
だ
っ
た
︶︑
発

狂
直
前
の
ニ
ー
チ
ェ
が
執
筆
し
た
﹃
こ
の
人
を
見
よ
﹄︵
原
著
は
没
後
の
一
九

〇
八
年
刊
︶
の
印
象
的
な
フ
レ
ー
ズ
を
想
起
し
た
は
ず
で
あ
る
︒
こ
こ
で
芥
川

が
﹁
西
方
の
人
﹂︵﹃
改
造
﹄
一
九
二
七
年
八
月
︶
冒
頭
を
﹁
�

こ
の
人
を
見

よ
﹂
と
題
し
た
事
実
を
想
起
し
て
も
よ
い
︒
ニ
ー
チ
ェ
は
同
書
最
終
章
で
自
ら

の
﹁
運
命
﹂
を
語
り
な
が
ら
言
っ
た
︒
﹁
私
は
人
間
で
は
な
い
︒
私
は
ダ
イ
ナ

マ
イ
ト
だ④
﹂︒

芥
川
の
ニ
ー
チ
ェ
へ
の
接
近
は
一
高
在
学
時
か
ら
始
ま
る
が
︑
特
に
晩
年
の

芥
川
は
﹁
本
気
で
ニ
ー
チ
ェ
に
関
心
と
興
味
を
抱
い
て
い
た⑤
﹂︒
実
際
に
芥
川

の
著
作
を
概
観
す
る
と
︑
右
に
述
べ
た
﹁
西
方
の
人
﹂
の
冒
頭
の
み
な
ら
ず
︑

﹁
或
阿
呆
の
一
生
﹂
︵﹃
改
造
﹄
一
九
二
七
年
一
〇
月
︶
の
﹁
一

時
代
﹂
で
も

﹁
世
紀
末
そ
れ
自
身
﹂
を
象
徴
す
る
人
物
の
筆
頭
に
﹁
ニ
イ
チ
エ
﹂
の
名
が
挙

げ
ら
れ
た
し
︑
﹁
文
芸
的
な
︑
余
り
に
文
芸
的
な
﹂︵
﹃
改
造
﹄
一
九
二
七
年
四

月
～
六
月
︑
八
月
︶
は
︑
明
ら
か
に
ニ
ー
チ
ェ
著
﹃
人
間
的
︑
あ
ま
り
に
人
間

的
﹄︵
原
著
一
八
七
八
年
刊
︶
を
踏
ま
え
て
い
る
︒

以
下
︑
本
稿
は
ニ
ー
チ
ェ
が
芥
川
の
創
作
活
動
と
交
差
す
る
地
点
を
探
る
︒

そ
の
際
に
注
視
す
る
の
が
︑
日
本
人
と
西
欧
ジ
ャ
ポ
ニ
ス
ム
が
織
り
な
す
問
題

ジ
ャ
ポ
ニ
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系
で
あ
る
︒

二
︑
芥
川
龍
之
介
と
ジ
ャ
ポ
ニ
ス
ム

田
端
在
住
の
俳
人
で
芥
川
の
主
治
医
で
も
あ
っ
た
下
島
勲
の
﹃
芥
川
龍
之
介

の
回
想
﹄︵
靖
文
社
︑
一
九
四
七
年
三
月
︶
に
は
︑
複
数
の
貴
重
な
証
言
が
盛

り
込
ま
れ
て
い
る
が
︑
な
か
で
も
﹁
芥
川
と
書
画
﹂
に
は
︑
芥
川
が
東
洋
美
術

に
傾
倒
す
る
こ
と
に
な
っ
た
出
来
事
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
︒

も
と
も
と
芥
川
は
﹁
ル
ネ
ツ
サ
ン
ス
前
後
か
ら
近
代
に
い
た
る
有
名
な
絵
画

の
写
真
や
複
製
を
買
ひ
集
め
︵
そ
の
国
の
本
屋
に
ま
で
注
文
し
て
取
り
寄
せ
︶

そ
の
知
識
慾
を
充
た
し
﹂
て
い
た
︒
し
か
し
︑﹁
如
何
に
天
才
児
芥
川
君
も
︑

反
て
お
膝
も
と
の
我
邦
や
支
那
の
絵
画
に
就
て
は
︑
ま
だ
ま
だ
幼
稚
な
も
の
﹂

で
︑
書
画
に
関
す
る
下
島
の
話
に
熱
心
に
耳
を
傾
け
て
い
た
の
だ
と
い
う
︒
た

し
か
に
芥
川
が
育
っ
た
芥
川
家
は
代
々
江
戸
城
の
御
数
寄
屋
坊
主
を
勤
め
た
旧

家
で
あ
り
︑
家
庭
に
は
江
戸
趣
味
も
色
濃
く
残
っ
て
い
た
︒
し
か
し
︑
芥
川
の

東
洋
美
術
へ
の
傾
倒
は
︑
幼
少
期
か
ら
の
も
の
で
な
く
︑
さ
ら
に
後
に
創
り
上

げ
ら
れ
た
嗜
好
な
の
だ
と
下
島
は
強
調
す
る
︒

大
正
七
年
の
暮
に
私
が
神
田
の
本
屋
で
手
に
入
れ
た
︑
十
便
十
宜
の
最
初

の
複
製
画
帖
の
大
雅
の
画
を
見
て
︑
彼
は
非
常
な
衝
撃
を
受
け
た
の
で
あ

る
︒
と
い
ふ
の
は
︑
専
ら
と
い
つ
て
い
ゝ
く
ら
ゐ
西
洋
画
の
方
に
の
み
気

を
奪
は
れ
て
ゐ
た
眼
に
︑
思
ひ
も
設
け
ぬ
あ
る
も
の
を
発
見
し
た
か
ら
で

あ
ら
う
︒

こ
の
回
想
は
芥
川
の
一
九
一
八
年
一
二
月
八
日
付
下
島
勲
宛
書
簡
で
も
裏
付

け
ら
れ
る
︒
芥
川
は
大
雅
と
蕪
村
の
合
作
﹁
十
便
十
宜
図
﹂
に
つ
い
て
︑﹁
大

雅
の
耕
便
汲
便
釣
便
灌マ

マ

農
便
防
夜
便
眺
便
な
ど
は
世
界
中
ど
こ
へ
持
つ
て
参
つ

て
も
比
類
な
い
傑
作
と
存
じ
ま
す
﹂
と
述
べ
て
い
る
︒

だ
が
︑
見
逃
せ
な
い
の
は
︑
下
島
と
芥
川
の
言
が
符
合
す
る
点
で
は
な
く
︑

両
者
の
差
異
で
あ
る
︒
下
島
の
発
言
は
転
向
の
語
り
を
特
徴
と
し
て
い
る
︒
そ

こ
に
は
︑
洋
画
に
熱
中
し
て
い
た
芥
川
が
︑
大
雅
に
﹁
非
常
な
衝
撃
を
受
け
﹂
︑

新
た
な
東
洋
の
美
に
開
眼
し
た
と
い
う
物
語
が
あ
る
︒
こ
の
叙
述
の
基
底
に
あ

る
の
は
次
の
よ
う
な
発
想
だ
ろ
う
︒
す
な
わ
ち
︑
西
洋
と
東
洋
の
美
は
全
く
別

物
で
あ
り
︑
西
洋
へ
向
か
っ
て
い
た
視
線
を
反
転
／
転
向
さ
せ
な
け
れ
ば
東
洋

は
理
解
で
き
な
い
︑
と
い
う
考
え
方
で
あ
る
︒

も
ち
ろ
ん
東
洋
と
西
洋
を
差
異
化
す
る
下
島
の
思
考
は
︑
芥
川
と
完
全
に
相

反
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
︒
実
際
に
前
掲
﹁
文
芸
的
な
︑
余
り
に
文
芸
的

な
﹂
の
﹁
西
洋
の
叫
び
声
﹂
の
章
段
で
︑
芥
川
は
西
洋
と
東
洋
の
差
異
を
論
じ
︑

日
本
人
に
と
っ
て
絶
対
的
な
他
者
と
し
て
の
﹁
西
洋
﹂︵﹁
不
可
思
議
な
ギ
リ
シ

ア
﹂︶
を
語
る
だ
ろ
う
︒
し
か
し
︑
東
洋
と
西
洋
の
差
異
化
に
よ
っ
て
排
除
さ

れ
る
領
域
︵
思
考
︶
が
あ
る
こ
と
も
紛
れ
も
な
い
事
実
な
の
で
あ
る
︒

そ
の
点
を
明
示
し
て
い
る
の
が
︑
先
に
芥
川
が
書
簡
で
語
っ
た
﹁
世
界
中
ど

こ
へ
持
つ
て
参
つ
て
も
比
類
な
い
傑
作
﹂
と
い
う
叙
述
で
あ
る
︒
大
雅
の
書
画
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は
﹁
世
界
中
﹂
で
評
価
さ
れ
る
の
で
あ
り
︑
東
洋
と
西
洋
を
差
異
化
す
る
思
考

を
無
効
と
す
る
︒
芥
川
は
西
洋
と
東
洋
を
分
断
し
て
い
な
い
︒

芥
川
の
東
洋
美
術
へ
の
関
心
は
別
の
角
度
か
ら
再
考
す
る
必
要
が
あ
る
の
か

も
し
れ
な
い
︒
実
際
︑
先
に
下
島
が
紹
介
し
た
出
来
事
以
前
に
も
︑
芥
川
は
大

雅
へ
の
関
心
を
表
明
し
て
い
た
︒
芥
川
の
一
九
一
七
年
九
月
四
日
付
井
川
恭
宛

書
簡
に
は
﹁
僕
は
こ
の
頃
大
雅
の
画
に
推
服
し
尽
し
て
ゐ
る
﹂
と
あ
る
︒﹁
こ

の
頃
﹂
で
あ
り
︑
幼
少
か
ら
で
な
い
点
に
も
注
意
し
た
い
︒
こ
れ
ら
の
背
景
に

あ
っ
た
状
況
の
一
端
を
垣
間
見
せ
て
く
れ
る
の
が
︑
一
九
一
六
年
執
筆
と
推
定

さ
れ
る
芥
川
の
未
定
稿
﹁
東
洲
斎
写
楽
﹂
で
あ
る
︒
そ
こ
に
は
次
の
よ
う
な
断

片
が
あ
っ
た
︒

あ
の
厖
大
な
写
楽
研
究
の
著
者

ユ
リ
ウ
ス
・
ク
ル
ト
が

写
楽
の
色
を

シ
ユ
ト
ゥ
ツ
ク
に
比
べ
る
と
共
に

そ
の
線
を
ロ
オ
ト
レ
エ
ク
に
比
べ
て

ゐ
る
の
は

決
し
て
不
当
な
比
較
で
は
な
い
︒

ド
イ
ツ
人
美
術
研
究
家
の
ジ
ャ
パ
ノ
ロ
ジ
ス
ト
︑
ユ
リ
ウ
ス
・
ク
ル
ト
が
ミ

ュ
ン
ヘ
ン
で

S
h
a
ra
k
u
︵﹃
写
楽
﹄︶
を
出
版
し
た
の
は
一
九
一
〇
年
の
こ
と
で

あ
る⑥
︒
キ
リ
ス
ト
教
美
術
に
関
す
る
論
文
を
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ク
大
学
に
提
出
し

て
博
士
号
を
得
た
ク
ル
ト
は
︑
一
九
〇
七
年
に
浮
世
絵
に
関
す
る
最
初
の
著
作

U
ta
m
a
ro︵﹃
歌
麿
﹄︶
を
出
版
し
︑
そ
の
後
は
写
楽
論
に
加
え
て
日
本
木
版
画

史
の
著
書
︵
一
九
二
五
年
～
一
九
二
九
年
︶
な
ど
の
複
数
の
著
作
を
上
梓
し
た
︒

ま
た
︑
日
本
文
化
へ
の
関
心
は
浮
世
絵
に
止
ま
ら
ず
︑
一
九
一
〇
年
に
は
万
葉

集
か
ら
近
代
ま
で
日
本
の
叙
情
詩
ア
ン
ソ
ロ
ジ
ー
を
刊
行
し
︑
能
楽
研
究
に
も

力
を
注
い
だ
︒

ク
ル
ト
の
写
楽
論
の
特
徴
は
黒く

ろ

雲き

母ら

摺ず
り

大
首
絵
を
最
大
限
に
評
価
す
る
点
に

あ
る
︒
だ
が
︑
そ
の
点
を
重
視
す
る
あ
ま
り
︑
制
作
順
序
の
最
後
に
大
首
絵
を

位
置
づ
け
る
と
い
う
誤
り
も
み
ら
れ
る
︒
歌
舞
伎
に
関
す
る
実
証
研
究
の
結
果
︑

大
首
絵
が
写
楽
の
初
期
作
品
で
あ
る
こ
と
は
現
在
で
は
常
識
に
属
す
る
︒
し
か

し
他
方
で
︑
ク
ル
ト
は
謎
の
写
楽
の
正
体
に
つ
い
て
阿
波
の
能
役
者
斎
藤
十
郎

兵
衛
説
の
立
場
を
取
り⑦
︑
能
役
者
と
歌
舞
伎
役
者
の
本
質
を
考
察
す
る
な
ど
興

味
深
い
点
も
あ
る
︒

先
に
芥
川
が
述
べ
た
の
は
ク
ル
ト
が
大
首
絵
を
論
じ
た
部
分
で
あ
る
︒
世
紀

末
ド
イ
ツ
象
徴
主
義
の
フ
ラ
ン
ツ
・
フ
ォ
ン
・
シ
ュ
ト
ゥ
ッ
ク
に
つ
い
て
は
︑

シ
ュ
ト
ゥ
ッ
ク
の
悲
劇
的
な
色
彩
表
現
と
黒
雲
母
摺
が
比
較
さ
れ
て
お
り
︑
ト

ゥ
ル
ー
ズ
=
ロ
ー
ト
レ
ッ
ク
は
大
首
絵
の
描
写
法
を
論
じ
る
部
分
で
登
場
す
る
︒

大
首
絵
は
顔
の
各
部
分
が
写
実
主
義
的
傾
向
に
基
づ
き
な
が
ら
︑
そ
れ
ら
の
構

成
は
純
粋
に
観
念
的
な
解
釈
に
従
っ
て
い
る
︒
こ
の
客
観
的
な
冷
静
さ
と
創
造

的
な
生
命
力
を
混
在
さ
せ
る
写
楽
の
描
線
は
︑
ロ
ー
ト
レ
ッ
ク
の
系
譜
に
連
な

る
︑
と
ク
ル
ト
は
主
張
し
た
の
で
あ
る
︵
但
し
︑
浮
世
絵
が
ロ
ー
ト
レ
ッ
ク
に

与
え
た
影
響
に
関
す
る
記
述
は
な
い
︶
︒

ク
ル
ト
だ
け
で
は
な
い
︒﹁
骨
董
羹
﹂
︵﹃
人
間
﹄
一
九
二
〇
年
四
月
︶
の

﹁
青
楼
﹂
の
章
段
で
︑
芥
川
は
﹁
仏
蘭
西
語
に
妓
楼
を

la
m
a
iso
n
v
e
rte
と

ジ
ャ
ポ
ニ
ス
ム
と
ニ
ー
チ
ェ

二
五
七



云
ふ
は
︑
ゴ
ン
ク
ウ
ル
が
造
語
な
り
と
ぞ
﹂
と
語
っ
て
い
る
︒
こ
の
発
言
が
指

示
し
て
い
る
の
は
︑
フ
ラ
ン
ス
の
作
家
・
美
術
評
論
家
エ
ド
モ
ン
・
ド
・
ゴ
ン

ク
ー
ル
が
一
八
九
一
年
に
パ
リ
で
刊
行
し
た

O
u
ta
m
a
ro
:
le
p
ein
tre
d
es

m
a
iso
n
s
v
ertes︵﹃
歌
麿

︱
青
楼
の
画
家
﹄︶
で
あ
る
︵
歌
麿
は
通
例

﹁
U
ta
m
a
ro﹂
と
綴
ら
れ
る
が
︑
ゴ
ン
ク
ー
ル
は
﹁
O
u
ta
m
a
ro﹂
と
表
記
し

た⑧
︶︒こ

う
し
た
芥
川
の
ジ
ャ
ポ
ニ
ス
ム
受
容
を
考
え
る
上
で
見
逃
せ
な
い
の
が
︑

芥
川
の
学
友
で
随
筆
家
・
翻
訳
家
・
劇
場
経
営
者
と
し
て
多
面
的
に
活
躍
し
た

秦
豊
吉
︵
別
名
︑
丸
木
砂
土
︶
だ
ろ
う
︒
芥
川
は
﹁
学
校
友
だ
ち
﹂︵﹃
中
央
公

論
﹄
一
九
二
五
年
二
月
︶
で
秦
に
触
れ
︑﹁
高
等
学
校
以
来
お
友
だ
ち
な
り
︒

松
本
幸
四
郎
の
甥
︒︵
略
︶
永
井
荷
風
︑
ゴ
ン
ク
ウ
ル
︑
歌
麿
等
の
信
者
な
り
﹂

と
簡
単
に
述
べ
て
い
る
が
︑
前
述
し
た
ゴ
ン
ク
ー
ル
と
歌
麿
が
併
記
さ
れ
て
い

る
だ
け
で
な
く
︑
日
本
人
の
ジ
ャ
ポ
ニ
ス
ム
受
容
で
多
大
な
役
割
を
果
た
し
た

永
井
荷
風
の
名
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
点
な
ど
も
注
目
に
値
す
る⑨
︒

芥
川
の
東
洋
趣
味
に
は
︑
こ
う
し
た
ジ
ャ
ポ
ニ
ス
ム
を
媒
介
と
し
た
異
文
化

横
断
性
へ
の
関
心
が
顕
著
で
あ
る
︒
そ
の
点
は
︑
写
楽
と
シ
ュ
ト
ゥ
ッ
ク
や
ロ

ー
ト
レ
ッ
ク
を
同
一
平
面
上
で
批
評
し
た
ク
ル
ト
を
﹁
決
し
て
不
当
な
比
較
で

は
な
い
﹂
と
評
し
た
部
分
に
も
明
ら
か
だ
が
︑
た
だ
し
西
欧
ジ
ャ
ポ
ニ
ス
ム
が

全
て
手
放
し
で
肯
定
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
︒

こ
こ
で
芥
川
の
﹁
あ
の
頃
の
自
分
の
事
﹂︵﹃
中
央
公
論
﹄
一
九
一
九
年
一

月
︶
を
取
り
上
げ
た
い⑩
︒
こ
れ
は
多
数
の
実
名
が
飛
び
交
う
自
伝
的
要
素
の
強

い
作
品
で
︑
冒
頭
に
は
﹁
以
下
は
小
説
と
呼
ぶ
種
類
の
も
の
で
は
な
い
か
も
知

れ
な
い
︒
さ
う
か
と
云
つ
て
︑
何
と
呼
ぶ
べ
き
か
は
自
分
も
亦
不
案
内
で
あ
る
︒

自
分
は
唯
︑
四
五
年
前
の
自
分
と
そ
の
周
囲
と
を
︑
出
来
る
丈
こ
だ
は
ら
ず
に
︑

あ
り
の
ま
ま
書
い
て
見
た
﹂
と
い
う
芥
川
の
断
り
書
き
も
あ
る
︒﹁
四
五
年
前
﹂

︵
一
九
一
四
年
～
翌
年
︶
と
は
︑
芥
川
が
東
京
帝
大
英
文
科
に
在
籍
し
︑
隅
田

川
を
舞
台
と
す
る
初
期
作
品
を
発
表
し
て
い
た
時
期
に
当
た
る⑪
︒
本
作
の
語
り

手
﹁
自
分
﹂
の
書
斎
に
は
﹁
写
楽
の
幸
四
郎
の
複
製
の
顔
﹂
が
掛
け
ら
れ
て
お

り
︑
そ
の
口
元
か
ら
は
錯
綜
し
た
内
面
が
語
り
だ
さ
れ
た
︒

自
分
は
如
何
に
西
洋
人
が
褒
め
立
て
た
所
で
︑
浮
世
絵
が
日
本
美
術
の
精

髄
だ
ら
う
な
ど
と
は
︑
ど
う
し
て
も
考
へ
ら
れ
な
か
つ
た
︒
大
部
分
の
浮

世
絵
は
︑
唯
︑
版
画
と
し
て
の
色
の
面
白
さ
が
自
分
に
訴
ふ
だ
け
だ
つ
た
︒

画
家
で
云
ふ
と
世
界
的
な
北
斎
が
︑
自
分
は
先
大
嫌
ひ
だ
つ
た
︒
彼
は
マ

ン
ネ
リ
ズ
ム
の
大
家
で
あ
る
と
共
に
︑
鼻
持
ち
の
な
ら
な
い
俗
趣
味
の
大

家
だ
と
し
か
思
は
れ
な
か
つ
た
︵
い
つ
か
ヂ
オ
オ
ヂ
・
ム
ウ
ア
が
︑
一
枚

の
北
斎
を
救
ふ
為
な
ら
︑
世
界
中
の
日
本
人
を
鏖み

な

殺ご
ろ

し
に
し
て
も
好
い
と

書
い
た
の
を
読
ん
で
︑
自
分
は
半
可
の
癖
に
生
意
気
を
云
ふ
な
と
憤
慨
し

た
覚
え
が
あ
る
︒
︶
広
重
も
人
の
騒
ぐ
程
︑
難
有
い
風
景
画
家
だ
と
は
思

は
な
か
つ
た
︒
歌
麿
は
流
石
に
立
派
な
芸
術
家
に
違
ひ
な
か
つ
た
が
︑
あ

の
蘭
燈
の
油
の
ぬ
く
み
の
や
う
な
︑
纏
綿
た
る
情
緒
の
世
界
は
︑
余
り
に

ジ
ャ
ポ
ニ
ス
ム
と
ニ
ー
チ
ェ

二
五
八



自
分
と
縁
が
遠
す
ぎ
た
︒
清
長
は

︱
以
下
面
倒
だ
か
ら
省
略
す
る
が
︑

そ
の
中
で
自
分
が
ほ
ん
と
う
の
意
味
で
美
し
い
と
思
つ
た
の
は
︑
東
洲
斎

写
楽
の
絵
と
鈴
木
春
信
の
絵
と
だ
け
だ
つ
た
︒

﹁
世
界
的
な
北
斎
﹂
と
い
う
言
か
ら
は
︑
北
斎
の
印
象
派
へ
の
影
響
や
ゴ
ン
ク

ー
ル
が
一
八
九
六
年
に
パ
リ
で
刊
行
し
た

H
o
k
o
u
sa
ï︵﹃
北
斎
﹄︶
な
ど
が
想

起
さ
れ
る
が⑫
︑
注
目
す
べ
き
は
語
り
手
の
内
面
で
繰
り
広
げ
ら
れ
た
対
話
性
だ

ろ
う
︒

西
欧
ジ
ャ
ポ
ニ
ス
ム
は
︑
日
本
人
に
対
し
て
自
国
文
化
の
内
部
と
外
部
が
反

転
す
る
特
異
な
経
験
を
も
た
ら
し
た
︒
あ
る
と
き
日
本
文
化
に
対
し
て
不
意
に

想
定
外
の
評
価
が
外
部
︵
外
国
︶
か
ら
訪
れ
︑
そ
れ
ま
で
自
明
視
し
て
き
た
日

本
文
化
の
イ
メ
ー
ジ
に
異
化
作
用
が
加
え
ら
れ
る
と
と
も
に
︑
さ
ら
に
外
国
の

評
価
を
内
面
化
し
た
日
本
人
自
身
に
よ
っ
て
再
び
自
国
文
化
へ
の
評
価
が
下
さ

れ
る
︒
こ
こ
に
は
再
帰
的
な
日
本
像
が
あ
る
︒
も
と
も
と
存
在
し
た
日
本
イ
メ

ー
ジ
に
︑
諸
外
国
の
日
本
像
が
重
な
り
︑
そ
れ
ら
を
踏
ま
え
た
日
本
人
に
よ
る

新
た
な
イ
メ
ー
ジ
が
重
層
化
す
る
︒
日
本
の
イ
メ
ー
ジ
は
主
体
に
向
か
っ
て
何

度
も
再
帰
す
る
︒
そ
の
度
に
自
国
文
化
に
対
す
る
問
い
か
け
や
自
己
言
及
的
な

対
話
性
が
生
成
し
︑
日
本
と
い
う
場
が
創
造
力
の
源
泉
と
化
す
の
で
あ
る
︒

先
の
引
用
文
で
︑
浮
世
絵
を
礼
讃
す
る
西
洋
人
や
︑
日
本
人
の
命
よ
り
も
北

斎
を
重
視
し
た
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
出
身
の
作
家
ジ
ョ
ー
ジ
・
ム
ー
ア
の
発
言
に
憤

り
な
が
ら⑬
︑
し
か
し
冷
静
に
広
重
・
歌
麿
・
写
楽
ら
の
絵
画
世
界
と
自
ら
の
感

性
と
の
距
離
を
測
定
す
る
語
り
に
は
︑
﹁
自
分
﹂
と
ジ
ャ
ポ
ニ
ス
ム
の
間
に
生

ま
れ
て
い
た
対
話
の
内
実
が
克
明
に
書
記
化
さ
れ
て
い
る
︒

三
︑
模
倣
と
創
造

こ
の
ジ
ャ
ポ
ニ
ス
ム
や
再
帰
的
日
本
像
に
関
す
る
問
題
を
︑
そ
の
後
も
芥
川

は
持
続
的
に
思
考
し
た
︒
﹁
舞
踏
会
﹂︵
﹃
新
潮
﹄
一
九
二
〇
年
一
月
︶
や
﹁
長

崎
﹂︵﹃
婦
女
界
﹄
一
九
二
二
年
六
月
︶
で
作
家
ピ
エ
ー
ル
・
ロ
テ
ィ
へ
関
心
を

向
け
︑﹁﹁
女
と
影
﹂
読
後
﹂︵﹃
時
事
新
報
﹄
一
九
二
三
年
六
月
六
日
夕
刊
︶
で

は
外
交
官
・
劇
作
家
の
ポ
ー
ル
・
ク
ロ
ー
デ
ル
だ
け
で
な
く
︑
野
口
米
次
郎
や

郡
虎
彦
と
い
っ
た
欧
米
で
活
躍
す
る
日
本
人
文
学
者
も
現
れ
る
︒﹁
日
本
の
女
﹂

︵﹃
婦
人
画
報
﹄
一
九
二
五
年
四
月
～
五
月
︶
で
取
り
上
げ
ら
れ
た
の
は
︑
イ
ギ

リ
ス
の
歴
史
・
地
誌
学
者
チ
ャ
ー
ル
ズ
・
マ
ッ
ク
フ
ァ
ー
レ
ン
の
著
書
﹃
ジ
ヤ

パ
ン
﹄︵
一
八
五
二
年
︶
と⑭
︑
外
交
官
ラ
ザ
フ
ォ
ー
ド
・
オ
ー
ル
コ
ッ
ク
卿
の

﹃
日
本
に
お
け
る
三
年
間
﹄
︵
一
八
六
三
年
︶
で
あ
る⑮
︒

最
終
的
に
︑
右
の
問
題
系
は
晩
年
の
﹁
文
芸
的
な
︑
余
り
に
文
芸
的
な
﹂
で

先
鋭
的
に
浮
上
す
る
︒
引
き
金
と
な
っ
た
の
は
論
争
中
だ
っ
た
谷
崎
潤
一
郎
の

発
言
で
あ
る
︒
い
わ
ゆ
る
小
説
の
筋
論
争
で
一
通
り
自
説
を
開
陳
し
た
谷
崎
は
︑

﹁
饒
舌
録
﹂
連
載
三
回
目
︵
﹃
改
造
﹄
一
九
二
七
年
四
月
︶
で
話
題
を
﹁
東
洋
主

義
﹂
に
転
じ
︑
日
本
人
の
安
易
な
西
洋
文
明
の
追
随
を
批
判
し
た
︒

昔
か
ら
自
分
の
長
所
を
捨
て
ゝ
し
ま
つ
て
他
人
の
模
倣
を
事
と
し
た
者
に

ジ
ャ
ポ
ニ
ス
ム
と
ニ
ー
チ
ェ

二
五
九



成
功
し
た
例
は
な
い
︒
模
倣
者
は
永
久
に
独
創
者
の
跡
を
追
ふ
ば
か
り
で

あ
る
︒
西
洋
人
の
真
似
を
し
て
ゐ
る
限
り
︑
猿
が
漸
く
人
間
に
な
つ
て
も
︑

白
人
を
凌
ぐ
こ
と
は
出
来
ま
い
︒

こ
の
発
言
に
芥
川
は
翌
五
月
﹁
文
芸
的
な
︑
余
り
に
文
芸
的
な
﹂
で
即
座
に

反
応
す
る⑯
︒﹁
模
倣
﹂
と
題
す
る
章
段
で
﹁
紅
毛
人
は
日
本
人
の
模
倣
に
長
じ

て
ゐ
る
こ
と
を
軽
蔑
し
て
ゐ
る
︒
の
み
な
ら
ず
日
本
人
の
風
俗
や
習
慣
︵
或
は

道
徳
︶
の
滑
稽
で
あ
る
こ
と
を
軽
蔑
し
て
ゐ
る
﹂
と
谷
崎
に
同
調
す
る
姿
勢
を

見
せ
︑
さ
ら
に
具
体
例
と
し
て
堀
口
九
萬
一
が
雑
誌
﹃
女
性
﹄
で
紹
介
し
た
フ

ラ
ン
ス
小
説
﹁
雪
さ
ん⑰
﹂
を
紹
介
す
る
わ
け
だ
が
︑
も
ち
ろ
ん
芥
川
の
主
眼
は

別
に
あ
っ
た
︒

日
本
人
は
模
倣
に
長
じ
て
ゐ
る
︒
僕
等
の
作
品
も
紅
毛
人
の
作
品
の
模
倣

で
あ
る
こ
と
は
争
は
れ
な
い
︒
し
か
し
彼
等
も
僕
ら
の
や
う
に
や
は
り
模

倣
に
長
じ
て
ゐ
る
︒
ホ
イ
ツ
ス
ラ
ア
は

油
あ
ぶ
ら

画ゑ

の
上
に
浮う

き

世よ

画ゑ

を
模
倣
を

し
な
か
つ
た
か
？

い
や
︑
彼
等
は
彼
等
同
志
も
や
は
り
模
倣
し
合
つ
て

ゐ
る
︒
更
に
又
過
去
に
溯
れ
ば
︑
大
い
な
る
支
那
は
彼
等
の
為
に
ど
の
位

先
例
を
示
し
た
で
あ
ら
う
？

彼
等
は
或
は
彼
等
の
模
倣
は
﹁
消
化
﹂
で

あ
る
と
云
ふ
か
も
知
れ
な
い
︒
若
し
﹁
消
化
﹂
で
あ
る
と
云
ふ
な
ら
ば
︑

僕
等
の
模
倣
も
亦
﹁
消
化
﹂
で
あ
る
︒
同
じ
水
墨
を
以
て
し
て
も
︑
日
本

の
南
画
は
支
那
の
南
画
で
は
な
い
︒

ア
メ
リ
カ
出
身
の
画
家
ジ
ェ
イ
ム
ズ
=
マ
ク
ニ
ー
ル
・
ホ
イ
ッ
ス
ラ
ー
は
︑

フ
ラ
ン
ス
の
印
象
派
と
交
流
し
な
が
ら
ロ
ン
ド
ン
を
拠
点
に
活
動
し
た
画
家
で

あ
る
︒
着
物
姿
の
白
人
女
性
が
屏
風
の
前
に
佇
む
姿
を
描
い
た
︽
薔
薇
色
と
銀
︑

陶
磁
器
の
国
の
姫
君
︾
︵
一
八
六
四
年
︶
な
ど
︑
異
国
趣
味
的
な
作
品
を
描
い

た
だ
け
で
な
く
︑︽
バ
ル
コ
ニ
ー
︾
︵
一
八
六
七
～
六
八
年
︶
で
は
︑
鳥
居
清
長

や
鳥
文
斎
栄
之
ら
の
浮
世
絵
を
美
学
的
に
援
用
し
︑﹁
中
景
脱
落
﹂
の
構
図
を

試
み
た
こ
と
で
も
知
ら
れ
る⑱
︒
続
く
中
国
に
関
す
る
言
及
で
は
︑
シ
ノ
ワ
ズ
リ

︵
C
h
in
o
ise
rie
︶
の
問
題
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
︒
一
七
世
紀
後
半
か
ら
一

九
世
紀
初
頭
に
掛
け
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
運
ば
れ
た
中
国
美
術
は
︑
建
築
・
絵

画
・
工
芸
品
な
ど
の
幅
広
い
分
野
で
流
行
に
な
っ
た
︒

す
な
わ
ち
︑
谷
崎
は
日
本
人
の
模
倣
を
一
蹴
し
た
が
︑
芥
川
は
ジ
ャ
ポ
ニ
ス

ム
や
シ
ノ
ワ
ズ
リ
を
例
示
し
︑
人
間
の
世
界
は
模
倣
で
出
来
て
い
る
︑
と
反
論

し
た
の
で
あ
る
︒
芥
川
の
言
は
西
洋
人
同
士
の
模
倣
に
も
及
ん
で
い
る
︒
﹁
古

代
に
は
軽
羅
を
ま
と
つ
た
希
臘
︑
羅
馬
等
の
暖
国
の
民
さ
へ
︑
今
で
は
北
狄

﹇
英
仏
独
な
ど
の
国
々
を
指
す
⁝
引
用
者
注
﹈
の
考
案
し
た
︑
寒
気
に
堪
へ
る

の
に
都
合
の
善
い
洋
服
と
云
ふ
も
の
を
用
ひ
て
ゐ
る
﹂
︒
西
洋
は
一
つ
の
共
同

体
で
な
い
︒
そ
の
内
部
に
は
複
数
の
文
化
が
あ
り
︑
各
々
が
交
流
と
模
倣
を
繰

り
返
し
て
い
る
︒
西
洋
を
一
枚
岩
と
み
な
す
思
考
を
根
底
か
ら
批
判
し
た
の
で

あ
る
︒

実
は
右
の
持
論
を
述
べ
る
際
︑
既
に
芥
川
の
も
と
に
は
プ
ロ
グ
ラ
ム
が
準
備

さ
れ
て
い
た
︒
エ
ッ
セ
イ
﹁
僻
見
﹂
で
展
開
し
た
斎
藤
茂
吉
論
で
あ
る
︵﹃
女

ジ
ャ
ポ
ニ
ス
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と
ニ
ー
チ
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性
改
造
﹄
一
九
二
四
年
三
月
～
四
月
︶︒﹁
近
代
の
日
本
は
見
渡
す
限
り
大
抵
近

代
の
西
洋
の
恩
恵
を
蒙
つ
て
ゐ
る
や
う
で
あ
る
︒
或
は
近
代
の
西
洋
の
模
倣
を

試
み
て
い
る
よ
う
で
あ
る
﹂
と
述
べ
る
芥
川
は
︑
先
の
谷
崎
批
判
と
同
様
に
︑

模
倣
の
否
定
性
を
無
化
す
べ
く
自
説
を
展
開
し
た
︒﹁
芸
術
上
の
理
解
の
透
徹

し
た
時
に
は
︑
模
倣
は
も
う
殆
ど
模
倣
で
は
な
い
﹂︒
こ
う
し
て
模
倣
を
特
徴

と
す
る
﹁
日
本
の
近
代
﹂
の
宿
命
を
語
り
つ
つ
︑
模
倣
を
創
造
に
転
化
し
た

﹁
近
代
の
日
本
の
文
芸
﹂
の
﹁
象
徴
的
な
地
位
に
立
つ
た
歌
人
﹂
と
し
て
︑
斎

藤
茂
吉
が
登
場
す
る
の
で
あ
る
︒

あ
か
あ
か
と
一
本
の
道
と
ほ
り
た
り
た
ま
き
は
る
我
が
命
な
り
け
り

か
が
や
け
る
ひ
と
す
ぢ
の
道
遙
け
く
て
か
う
か
う
と
風
は
吹
き
ゆ
き
に
け
り

野
の
な
か
に
か
が
や
き
て
一
本
の
道
は
見
ゆ
こ
こ
に
命
を
お
と
し
か
ね
つ
も

こ
れ
ら
の
短
歌
を
引
用
し
た
後
︑﹁
ゴ
ッ
ホ
の
太
陽
は
幾
た
び
か
日
本
の
画

家
の
カ
ン
ヴ
ア
ス
を
照
ら
し
た
︒
し
か
し
﹁
一
本
道
﹂
の
連
作
ほ
ど
︑
沈
痛
な

る
風
景
を
照
ら
し
た
こ
と
は
必
ず
し
も
度
た
び
は
な
か
つ
た
で
あ
ら
う
﹂
と
い

う
芥
川
の
有
名
な
批
評
が
続
く
︒
ゴ
ッ
ホ
の
絵
画
を
模
倣
し
な
が
ら
も
︑
そ
の

絵
画
表
現
の
本
質
を
捕
捉
し
︑
な
お
か
つ
短
歌
と
い
う
伝
統
的
な
詩
形
と
融
合

さ
せ
る
こ
と
で
希
有
な
創
造
性
を
生
み
出
し
た
斎
藤
茂
吉
の
短
歌
に
︑
芥
川
は

日
本
近
代
の
理
想
を
見
た⑲
︒
西
洋
の
近
代
性
と
日
本
の
伝
統
性
か
ら
な
る
純
粋

な
結
晶
体
と
し
て
の
﹁
日
本
の
近
代
﹂
で
あ
る
︒

だ
が
︑
こ
の
理
想
像
が
逆
に
芥
川
自
身
を
縛
る
こ
と
は
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う

か
︒
芥
川
の
晩
年
の
著
作
を
参
照
す
る
と
︑
そ
の
点
は
微
妙
で
あ
る
︒
例
え
ば

﹁
文
芸
的
な
︑
余
り
に
文
芸
的
﹂
の
﹁
詩
形
﹂
の
章
段
で
は
︑
次
の
よ
う
な
主

張
が
繰
り
広
げ
ら
れ
る
︒

お
伽
噺
の
王
女
は
城
の
中
に
何
年
も
静
か
に
眠
つ
て
ゐ
る
︒
短
歌
や
俳
句

を
除
い
た
日
本
の
詩
形
も
や
は
り
お
伽
噺
の
王
女
と
変
わ
り
は
な
い
︒
万

葉
集
の
長
歌
は
暫
ら
く
問
わ
ず
︑
催
馬
楽
も
︑
平
家
物
語
も
︑
謡
曲
も
︑

浄
瑠
璃
も
韻
文
で
あ
る
︒
そ
こ
に
は
必
ず
幾
多
の
詩
形
が
眠
つ
て
ゐ
る
の

に
違
ひ
な
い
︒

短
歌
か
ら
浄
瑠
璃
ま
で
見
渡
す
伝
統
重
視
の
姿
勢
に
関
し
て
︑
芥
川
は
続
く

文
章
で
過
去
の
単
純
な
﹁
踏
襲
﹂
を
否
定
し
︑
過
去
の
詩
形
に
秘
め
ら
れ
た

﹁
何
か
命
あ
る
も
の
﹂
を
語
り
︑
そ
の
﹁
何
か
を
今
よ
り
も
意
識
的
に
掴
め
﹂

と
主
張
し
た
︒
こ
の
背
後
に
あ
っ
た
問
題
の
所
在
は
︑
続
く
一
節
で
具
体
的
に

説
明
さ
れ
て
い
る
︒

僕
等
は
皆
ど
う
云
ふ
点
で
も
烈
し
い
過
渡
時
代
に
生
を
享
け
て
ゐ
る
︒
従

つ
て
矛
盾
に
矛
盾
を
重
ね
て
ゐ
る
︒
光
は

︱
少
な
く
と
も
日
本
で
は
東

よ
り
も
西
か
ら
来
る
か
も
知
れ
な
い
︒
が
︑
過
去
か
ら
も
来
る
訣
で
あ
る
︒

ア
ポ
リ
ネ
エ
ル
た
ち
の
連
作
体
の
詩
は
元
禄
時
代
の
連
句
に
近
い
も
の
で

あ
る
︒

こ
の
と
き
芥
川
は
︑
堀
辰
雄
﹁
ギ
ヨ
オ
ム

ア
ポ
リ
ネ
エ
ル
﹂︵
﹃
驢
馬
﹄
一

九
二
七
年
二
月
︶
を
参
照
し
て
い
る
︒
こ
れ
は
前
衛
詩
人
ア
ポ
リ
ネ
ー
ル
と
と

ジ
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も
に
文
芸
・
美
術
雑
誌
L
es
S
o
irées
d
e
P
a
ris
を
創
刊
し
た
ア
ン
ド
レ
・
ビ

リ
ー
に
よ
る
エ
ッ
セ
イ
を
中
心
に
構
成
さ
れ
た
文
章
で
︑
ア
ポ
リ
ネ
ー
ル
た
ち

が
差
し
向
か
い
で
詩
を
歌
い
合
っ
た
り
︑
他
の
作
家
を
交
え
て
俳
諧
連
歌
よ
ろ

し
く
順
番
に
短
詩
を
書
き
連
ね
る
様
子
が
記
録
さ
れ
て
い
た
︒

外
国
人
の
よ
う
な
外
部
の
目
差
し
で
日
本
文
化
と
新
た
に
邂
逅
し
︑
伝
統
の

可
能
性
を
意
識
的
に
掴
み
取
る
こ
と
︒
だ
が
他
方
で
︑
日
本
人
が
完
全
な
外
国

人
と
し
て
自
国
文
化
に
対
峙
す
る
こ
と
は
︑
本
当
に
可
能
な
の
だ
ろ
う
か
︒
自

ら
が
育
っ
た
文
化
の
記
憶
や
感
覚
を
リ
セ
ッ
ト
し
て
︑
再
び
未
知
の
日
本
と
出

会
う
︒
こ
の
ア
ク
ロ
バ
テ
ィ
ッ
ク
な
主
張
は
︑
翌
六
月
﹁
文
芸
的
な
︑
余
り
に

文
芸
的
な
﹂
の
﹁
新
感
覚
派
﹂
の
章
段
で
次
の
よ
う
な
文
脈
に
転
移
し
た
︒

横
光
利
一
氏
は
僕
の
為
に
藤
沢
桓
夫
氏
の
﹁
馬
は
褐
色
の
思
想
の
や
う
に

走
つ
て
行
つ
た
﹂︵
？
︶
と
云
ふ
言
葉
を
引
き
︑
そ
こ
に
彼
等
の
所
謂
感

覚
の
飛
躍
の
あ
る
こ
と
を
説
明
し
た
︒
か
う
云
ふ
飛
躍
は
僕
に
も
亦
全
然

わ
か
ら
な
い
訣
で
は
な
い
︒︵
略
︶
け
れ
ど
も
若
し
所
謂
感
覚
の
そ
れ
自

身
新
し
い
こ
と
を
目
標
と
す
れ
ば
︑
僕
は
や
は
り
妙
義
山
に
一
塊
の
根
生

姜
を
感
じ
る
の
を
よ
り
新
し
い
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
︒
恐
ら
く
は
江
戸

の
昔
か
ら
あ
つ
た
一
塊
の
根
生
姜
を
感
じ
る
の
を
︒

こ
の
引
用
の
直
前
に
あ
る
よ
う
に
︑﹁
一
塊
の
根
生
姜
﹂
と
は
碓
氷
峠
で
月

を
眺
め
な
が
ら
室
生
犀
星
が
発
し
た
言
葉
で
あ
る
︒
芥
川
は
横
光
ら
の
新
感
覚

派
に
最
大
限
の
同
情
を
寄
せ
な
が
ら
︑
そ
れ
故
に
彼
ら
の
不
徹
底
を
指
摘
し
て

い
る
︒
し
か
し
︑
ジ
ャ
ポ
ニ
ス
ム
と
い
う
問
題
意
識
を
共
有
し
な
い
第
三
者
に

対
し
て
右
の
主
張
は
空
転
す
る
ば
か
り
だ
︒﹁
一
塊
の
根
生
姜
﹂
と
い
う
言
語

感
覚
は
正
し
く
﹁
江
戸
の
昔
﹂
と
通
底
す
る
の
で
あ
り
︑
外
国
人
の
よ
う
な
視

線
か
ら
す
れ
ば
﹁
新
﹂
感
覚
か
も
し
れ
な
い
が
︑
日
本
人
読
者
に
対
し
て
は

﹁
新
﹂
と
は
言
い
難
い
︒
芥
川
自
身
の
論
理
は
明
晰
で
あ
っ
て
も
︑﹃
改
造
﹄
の

読
者
に
は
も
は
や
錯
乱
状
態
と
し
か
見
え
な
い
︒

ジ
ャ
ポ
ニ
ス
ム
的
思
考
は
強
迫
観
念
と
な
り
︑
芥
川
の
叙
述
は
常
に
日
本
と

い
う
既
視
感
︵
デ
ジ
ャ
ブ
︶
を
手
繰
り
寄
せ
て
い
る
︒
先
の
堀
辰
雄
の
文
に
は
︑

も
ち
ろ
ん
﹁
元
禄
時
代
﹂
の
言
は
な
く
︑
ア
ポ
リ
ネ
ー
ル
ら
の
実
験
は
﹁
エ
ス

プ
リ
・
ヌ
ウ
ボ
オ
﹂︵
新
精
神
︶
の
文
脈
で
語
ら
れ
て
い
た
︒
あ
る
い
は
︑
横

光
利
一
が
例
示
し
た
言
語
表
現
は
イ
タ
リ
ア
未
来
派
や
ド
イ
ツ
表
現
主
義
の
絵

画
表
象
の
方
が
親
和
的
だ
ろ
う
︒
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
再
帰
的
に
日
本
イ
メ
ー

ジ
が
召
喚
さ
れ
た
の
で
あ
る
︒

四
︑
再
帰
的
日
本
像
と
永
遠
回
帰

こ
の
何
度
も
回
帰
す
る
日
本
の
イ
メ
ー
ジ
は
︑
晩
年
の
芥
川
が
頻
繁
に
言
及

し
た
ニ
ー
チ
ェ
の
思
想
と
共
振
し
て
い
る
︒
永
遠
回
帰
の
思
想
で
あ
る
︒﹃
ツ

ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
﹄
の
第
二
部
で
現
れ
る
予
言
者
は
言
っ
た
︒

わ
た
し
は
或
る
大
い
な
る
悲
哀
が
人
類
を
襲
う
の
を
見
た
︒
最
善
の
者
た

ち
が
自
分
の
仕
事
に
倦う

み
疲
れ
た
︒
／
一
つ
の
教
え
が
宣
布
さ
れ
︑
一
つ

ジ
ャ
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ニ
ス
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ニ
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チ
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の
信
仰
が
こ
の
教
え
と
並
ん
で
流
布
し
た
︒︽
一
切
は
空く

う

で
あ
り
︑
一
切

は
同
じ
こ
と
で
あ
り
︑
一
切
は
す
で
に
あ
っ
た
の
だ
！⑳
︾︒

予
言
を
聴
い
た
主
人
公
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
の
精
神
は
病
み
疲
れ
︑
深
い
眠

り
に
落
ち
て
し
ま
う
︒
こ
の
永
遠
回
帰
の
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
が
生
み
出
す
の
は
陳
腐

な
自
己
像
で
あ
る
︒
た
と
え
ば
︑
個
別
具
体
的
で
特
別
な
喜
び
・
怒
り
・
悲
し

み
が
唯
一
自
分
に
だ
け
生
じ
た
と
思
っ
て
も
︑
実
は
全
て
錯
覚
で
あ
る
︒
そ
れ

は
常
に
既
に
︑
い
つ
か
ど
こ
か
で
︑
他
の
誰
か
が
自
分
と
全
く
同
様
に
体
験
し

た
出
来
事
が
再
来
し
︑
反
復
さ
れ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
︒
世
界
の
全
て
は
永
遠

に
循
環
し
て
回
帰
し
て
お
り
︑
独
創
性
な
ど
存
在
し
な
い
︒
個
性
や
創
造
性
を

虚
構
し
な
が
ら
︑
実
は
全
て
を
模
倣
し
て
生
き
る
︑
無
意
味
で
︑
気
の
毒
で
︑

卑
小
な
自
己
︒
こ
う
し
た
悪
循
環
の
間
テ
ク
ス
ト
性
が
起
動
し
︑
無
限
の
負
の

連
鎖
が
始
ま
る
の
で
あ
る
︒

晩
年
の
芥
川
の
テ
ク
ス
ト
に
は
右
の
思
想
が
至
る
所
で
頻
出
す
る㉑

︒﹁
続
文

芸
的
な
︑
余
り
に
文
芸
的
な
﹂︵﹃
文
芸
春
秋
﹄
一
九
二
七
年
四
月
︶
の
﹁
二

時
代
﹂
の
章
段
で
は
︑﹁
僕
は
時
々
か
う
考
へ
て
ゐ
る
︒

︱
僕
の
書
い
た
文

章
は
た
と
ひ
僕
が
生
ま
れ
な
か
つ
た
に
し
て
も
︑
誰
か
き
つ
と
書
い
た
に
違
い

な
い
﹂
と
創
作
活
動
に
関
す
る
永
遠
回
帰
が
語
ら
れ
︑﹁
僕
は
か
う
考
へ
る
度

に
必
ず
妙
に
が
つ
か
り
し
て
し
ま
ふ
﹂
と
否
定
的
な
自
己
像
が
綴
ら
れ
る
だ
ろ

う
︒﹁
歯
車
﹂︵﹃
文
芸
春
秋
﹄
一
九
二
七
年
一
〇
月
︶
で
﹁
レ
エ
ン
・
コ
オ
ト
﹂

の
表
象
が
何
度
も
回
帰
す
る
点
な
ど
も
見
逃
せ
な
い
︒

こ
う
し
て
芥
川
は
永
遠
回
帰
の
思
想
を
繰
り
返
し
な
が
ら
︑
そ
れ
と
同
時
に

ニ
ー
チ
ェ
の
思
想
自
体
の
読
み
か
え
も
実
行
し
て
い
た
︒
本
稿
第
一
節
で
見
た

よ
う
に
︑
芥
川
の
ア
フ
ォ
リ
ズ
ム
作
品
に
は
冒
頭
で
ニ
ー
チ
ェ
が
現
れ
る
が
︑

永
遠
回
帰
と
の
関
連
で
特
に
興
味
深
い
の
は
︑﹁
侏
儒
の
言
葉
﹂︵﹃
文
芸
春
秋
﹄

一
九
二
三
年
一
月
～
一
九
二
五
年
一
一
月
︶
の
第
一
章
段
﹁
星
﹂
で
あ
る
︒
そ

の
冒
頭
に
は
﹁
太
陽
の
下
に
新
し
き
こ
と
な
し
と
は
古
人
の
道
破
し
た
言
葉
で

あ
る
︒
し
か
し
新
し
い
こ
と
の
な
い
の
は
独
り
太
陽
の
下
ば
か
り
で
は
な
い
﹂

と
あ
る
︒
こ
の
一
節
は
永
遠
回
帰
の
思
想
を
示
す
だ
け
で
な
く
︑﹁
古
人
の
道

破
し
た
言
葉
﹂
と
あ
る
よ
う
に
﹃
旧
約
聖
書
﹄
﹁
伝
道
之
書
﹂
第
一
章
第
九
節

を
踏
ま
え
て
い
る㉒

︒
ニ
ー
チ
ェ
は
キ
リ
ス
ト
教
の
欺
瞞
を
徹
底
的
に
批
判
し
た

が
︑
逆
に
そ
の
キ
リ
ス
ト
教
の
正
典
に
よ
っ
て
ニ
ー
チ
ェ
の
思
想
が
説
明
さ
れ

て
い
る
︒
対
象
︵
ニ
ー
チ
ェ
︶
を
根
源
に
遡
っ
て
︵﹃
旧
約
聖
書
﹄
へ
遡
っ
て
︶

考
察
し
︑
そ
の
基
底
を
揺
る
が
せ
な
が
ら
変
奏
す
る
叙
述
法
は
正
し
く
脱
構
築

的
で
あ
る
︒

つ
ま
り
︑
先
に
斎
藤
茂
吉
が
ゴ
ッ
ホ
の
絵
画
を
自
ら
の
血
肉
と
し
た
よ
う
に
︑

芥
川
は
ニ
ー
チ
ェ
を
自
ら
の
思
想
へ
と
生
成
変
化
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
る
︒
そ

れ
は
日
本
近
代
と
融
合
し
た
ニ
ー
チ
ェ
像
の
創
造
と
言
え
よ
う
︒
ま
た
︑
ニ
ー

チ
ェ
は
永
遠
回
帰
の
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
を
克
服
し
て
︿
超
人
﹀
と
な
る
道
を
説
い
た

が㉓

︑
芥
川
は
そ
れ
さ
え
も
自
家
培
養
し
よ
う
と
試
み
た
︒
実
際
︑
遺
稿
﹁
続
西

方
の
人
﹂︵﹃
改
造
﹄
一
九
二
七
年
九
月
︶
の
﹁
�

ク
リ
ス
ト
の
確
信
﹂
末
尾

ジ
ャ
ポ
ニ
ス
ム
と
ニ
ー
チ
ェ

二
六
三



に
は
﹁
超
阿
呆
﹂
が
現
れ
る
︒

芥
川
の
日
本
や
東
洋
へ
の
興
味
は
︑
西
欧
ジ
ャ
ポ
ニ
ス
ム
へ
の
関
心
と
入
り

乱
れ
て
い
た
︒
し
か
も
︑
そ
の
日
本
と
西
洋
が
交
錯
す
る
異
種
混
交
的
な
思
想

圏
は
︑
谷
崎
と
の
論
争
で
見
た
よ
う
に
︑
芥
川
が
独
創
的
な
思
考
を
展
開
す
る

際
の
重
要
な
拠
り
所
と
な
っ
た
︒
だ
が
︑
西
欧
ジ
ャ
ポ
ニ
ス
ム
の
受
容
と
共
起

し
な
が
ら
生
成
し
た
そ
の
思
想
的
強
度
は
︑
再
帰
的
日
本
イ
メ
ー
ジ
や
永
遠
回

帰
の
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
と
連
動
し
な
が
ら
︑
負
の
ス
パ
イ
ラ
ル
を
形
成
し
た
︒

し
か
し
︑
芥
川
と
ニ
ー
チ
ェ
が
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
の
み
で
リ
ン
ク
し
た
と
短
絡
す

る
こ
と
も
で
き
な
い
︒
そ
の
点
を
垣
間
見
せ
る
の
が
萩
原
朔
太
郎
と
の
関
係
で

あ
る
︒
前
掲
﹁
僻
見
﹂
で
芥
川
は
﹁
茂
吉
の
西
洋
は
を
の
づ
か
ら
深
処
に
徹
し

た
美
に
充
ち
て
ゐ
る
︒︵
略
︶
正
直
に
自
己
を
つ
き
つ
め
た
︑
痛
い
た
し
い
魂

の
産
物
で
あ
る
﹂
と
西
洋
を
血
肉
化
し
た
斎
藤
茂
吉
／
日
本
近
代
の
イ
メ
ー
ジ

を
評
価
し
︑
反
対
に
﹁
幸
福
な
る
何
人
か
の
詩
人
た
ち
は
或
は
薔
薇
を
歌
ふ
こ

と
に
︑
或
は
ダ
イ
ナ
マ
イ
ト
を
歌
ふ
こ
と
に
彼
等
の
西
洋
を
誇
つ
て
ゐ
る
﹂
と

日
本
の
詩
人
た
ち
を
酷
評
し
て
い
た
︒
し
か
し
︑
翻
っ
て
考
え
る
な
ら
ば
︑
斎

藤
茂
吉
の
対
極
に
い
た
詩
人
た
ち
︑
特
に
﹁
ダ
イ
ナ
マ
イ
ト
を
歌
ふ
﹂
行
為
は
︑

実
は
日
本
像
の
永
遠
回
帰
と
い
う
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
を
無
化
す
る
適
時
打
と
な
り
え

た
の
で
は
な
い
か
︒
本
稿
冒
頭
で
紹
介
し
た
萩
原
に
対
す
る
批
評
で
︑
芥
川
は

﹁
ダ
イ
ナ
マ
イ
ト
﹂﹁
ニ
イ
チ
エ
﹂﹁
ア
ナ
ア
キ
ス
ト
﹂
を
評
価
し
た
が
︑
そ
の

点
に
芥
川
も
自
覚
的
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
︒

残
念
な
が
ら
︑
右
の
推
測
を
直
接
的
に
立
証
で
き
る
芥
川
自
身
の
言
葉
は
確

認
で
き
な
か
っ
た
︒
だ
が
︑
芥
川
の
真
意
を
予
感
さ
せ
る
証
言
は
あ
る
︒
最
後

に
萩
原
朔
太
郎
が
自
殺
直
前
の
芥
川
を
回
想
し
た
一
節
︵
前
掲
﹁
芥
川
龍
之
介

の
死
﹂︶
を
引
用
し
て
小
論
を
閉
じ
た
い
︒

彼
﹇
芥
川
⁝
引
用
者
注
﹈
は
い
ろ
ん
な
こ
と
を
訴
へ
た
︒
ど
ん
な
に
自
分

が
︑
ア
ナ
ア
キ
ス
チ
ツ
ク
の
自
由
に
憧
憬
し
て
ゐ
る
か
︒
本
質
的
な
気
質

に
於
て
は
︑
む
し
ろ
遙
か
に
私
︵
筆
者
﹇
萩
原
⁝
引
用
者
注
﹈︶
以
上
の

ア
ナ
ア
キ
ス
ト
で
あ
る
こ
と
︒︵
芥
川
君
は
死
ぬ
少
し
前
︑
白
秋
氏
の

﹁
近
代
風
景
﹂
と
い
ふ
雑
誌
に
私
の
評
論
を
出
し
て
る
︒
そ
の
評
論
で
彼

は
︑
私
を
代
表
的
な
詩
人
的
ア
ナ
ア
キ
ス
ト
だ
と
評
し
て
ゐ
る
︒︶

注①

吉
沢
伝
三
郎
訳
﹃
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ

下
﹄︵
ニ
ー
チ
ェ
全
集
10
︑
ち
く
ま
学

芸
文
庫
︑
一
九
九
三
年
六
月
︶
第
三
部
﹁︹
�
︺
さ
す
ら
い
人
﹂︒

②

以
下
︑
芥
川
の
引
用
は
全
て
﹃
芥
川
龍
之
介
全
集
﹄
全
二
四
巻
︵
岩
波
書
店
︑
一

九
九
五
年
一
一
月
～
一
九
九
八
年
三
月
︶
に
依
っ
た
︒

③

﹃
萩
原
朔
太
郎
全
集
﹄
第
一
三
巻
︵
筑
摩
書
房
︑
一
九
七
七
年
二
月
︶
︒

④

川
原
栄
峰
訳
﹃
こ
の
人
を
見
よ

自
伝
集
﹄
︵
ニ
ー
チ
ェ
全
集
19
︑
ち
く
ま
学
芸

文
庫
︑
一
九
九
四
年
六
月
︶
︒
芥
川
が
読
ん
だ
﹃
こ
の
人
を
見
よ
﹄
は
ド
イ
ツ
語
か

英
訳
か
邦
訳
か
も
含
め
て
現
時
点
で
確
定
し
て
い
な
い
︒
芥
川
と
﹃
こ
の
人
を
見

よ
﹄
に
つ
い
て
は
︑
佐
藤
善
也
﹁﹁
こ
の
人
を
見
よ
﹂

︱
﹁
西
方
の
人
﹂
と
ニ
イ

チ
ェ
﹂︵﹃
立
教
大
学
研
究
報
告
︿
人
文
科
学
﹀
﹄︵
一
九
九
〇
年
二
月
︶
も
参
照
︒

ジ
ャ
ポ
ニ
ス
ム
と
ニ
ー
チ
ェ

二
六
四



⑤

杉
田
弘
子
﹁
芥
川
龍
之
介
︑
ニ
ー
チ
ェ
と
出
会
う
﹂︵﹃
漱
石
の
猫
と
ニ
ー
チ
ェ
﹄

白
水
社
︑
二
〇
一
〇
年
二
月
︶︒
芥
川
と
ニ
ー
チ
ェ
に
つ
い
て
は
︑
渡
邉
正
彦
﹁
ニ

ー
チ
ェ
﹂︵﹃
芥
川
龍
之
介
新
辞
典
﹄
翰
林
書
房
︑
二
〇
〇
三
年
一
二
月
︶
も
参
照
︒

⑥

翻
訳
に
定
村
忠
士
他
訳
﹃
写
楽
﹄︵
ア
ダ
チ
版
画
研
究
所
︑
一
九
九
四
年
一
二
月
︶

が
あ
る
︒

⑦

写
楽
の
正
体
に
は
諸
説
が
あ
る
が
︑
内
田
千
鶴
子
﹃
写
楽
・
考
﹄︵
三
一
書
房
︑

一
九
九
三
年
五
月
︶
以
降
は
写
楽
＝
斎
藤
十
郎
兵
衛
説
が
定
説
と
な
り
つ
つ
あ
る
︒

⑧

翻
訳
に
隠
岐
由
紀
子
訳
﹃
歌
麿
﹄︵
東
洋
文
庫
︑
二
〇
〇
五
年
一
二
月
︶
が
あ
る
︒

⑨

南
明
日
香
﹁
ジ
ャ
ポ
ニ
ス
ム
の
視
座
﹂︵﹃
永
井
荷
風
の
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
・
パ
リ
・

東
京
﹄
翰
林
書
房
︑
二
〇
〇
七
年
六
月
︶
を
参
照
︒
荷
風
と
芥
川
に
つ
い
て
は
︑
安

藤
公
美
﹁
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
と
ジ
ャ
ポ
ニ
ス
ム
﹂︵﹃
芥
川
龍
之
介
﹄
翰
林
書
房
︑

二
〇
〇
六
年
三
月
︶
も
参
照
︒

⑩

｢あ
の
頃
の
自
分
の
事
﹂
は
初
出
誌
で
は
全
七
章
だ
っ
た
が
︑﹃
影
燈
籠
﹄︵
春
陽

堂
︑
一
九
二
〇
年
一
月
︶
収
録
の
際
に
二
章
と
六
章
が
削
除
さ
れ
た
︒
本
稿
は
削
除

さ
れ
た
二
章
を
考
察
し
て
い
る
︒

⑪

隅
田
川
に
関
す
る
初
期
作
品
の
一
つ
﹁
ひ
よ
つ
と
こ
﹂︵﹃
帝
国
文
学
﹄
一
九
一
四

年
四
月
︶
に
つ
い
て
︑
高
橋
龍
夫
﹁﹁
ひ
よ
つ
と
こ
﹂
論
﹂︵﹃
芥
川
龍
之
介
研
究
年

誌
﹄
二
〇
一
一
年
七
月
︶
は
ジ
ャ
ポ
ニ
ス
ム
の
影
響
を
指
摘
し
て
い
る
︒

⑫

小
山
ブ
リ
ジ
ッ
ド
︑
高
頭
麻
子
他
訳
﹃
夢
見
た
日
本
﹄︵
平
凡
社
︑
二
〇
〇
六
年

七
月
︶
を
参
照
︒

⑬

松
本
常
彦
﹁
注
釈
﹂︵
前
掲
﹃
芥
川
龍
之
介
全
集
﹄
第
四
巻
︶
に
は
﹁
ヂ
オ
オ

ヂ
・
ム
ウ
ア
︵
略
︶
こ
こ
は
︑﹁
あ
る
青
年
の
告
白
﹂︵
芥
川
旧
蔵
書
は
一
九
一
七
年

B
re
n
ta
n
o
版
︶
九
章
を
踏
ま
え
る
﹂
と
あ
る
︒

⑭

翻
訳
に
渡
辺
惣
樹
訳
﹃
日
本

1
8
5
2﹄︵
草
思
社
︑
二
〇
一
〇
年
一
〇
月
︶
が
あ
る
︒

⑮

翻
訳
に
山
口
光
朔
訳
﹃
大
君
の
都
﹄︵
岩
波
文
庫
︑
一
九
六
二
年
四
月
～
一
〇
月
︑

全
三
冊
︶
が
あ
る
︒

⑯

芥
川
の
反
論
を
受
け
て
谷
崎
も
自
説
を
展
開
し
た
が
︑
そ
れ
に
つ
い
て
は
別
稿
を

準
備
す
る
︒

⑰

浅
野
洋
﹁
注
解
﹂
︵
前
掲
﹃
芥
川
龍
之
介
全
集
﹄
第
一
五
巻
︶
に
は
﹁﹁
雪
さ
ん
｣

｢女
性
﹂
一
九
二
七
年
三
︑
四
︑
六
︑
七
月
号
に
連
載
︒
女
流
作
家
エ
レ
ー
ン
・
フ

ォ
レ
ス
ト
が
小
説
形
式
で
日
本
を
風
刺
し
た
作
︒
横
浜
の
ミ
ッ
シ
ョ
ン
ス
ク
ー
ル
の

生
徒
木
村
雪
子
が
主
人
公
﹂
と
あ
る
︒

⑱

稲
賀
繁
美
﹃
絵
画
の
東
方
﹄
︵
名
古
屋
大
学
出
版
会
︑
一
九
九
九
年
一
〇
月
︶
の

第
二
章
と
第
六
章
を
参
照
︒

⑲

芥
川
と
斎
藤
茂
吉
や
ゴ
ッ
ホ
に
つ
い
て
は
︑
片
野
達
郎
﹁
芥
川
龍
之
介
と
茂
吉
﹂

︵﹃
斎
藤
茂
吉
の
ヴ
ァ
ン
・
ゴ
ッ
ホ
﹄
講
談
社
︑
一
九
八
六
年
二
月
︶
も
参
照
︒

⑳

吉
田
伝
三
郎
訳
﹃
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ

上
﹄︵
ニ
ー
チ
ェ
全
集
�
︑
ち
く
ま
学

芸
文
庫
︑
一
九
九
三
年
六
月
︶
第
二
部
﹁︹
19
︺
予
言
者
﹂︒
芥
川
旧
蔵
書
︵
日
本
近

代
文
学
館
蔵
︶
に
は
ド
イ
ツ
語
版
﹃
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
﹄
が
あ
る
︒
大
沢
正
善

﹁
芥
川
龍
之
介
の
ニ
ー
チ
ェ
受
容
︵
続
︶

︱
遺
蔵
本
へ
の
書
き
込
み
状
況
﹂︵﹃
奥

羽
大
学
文
学
部
紀
要
﹄
一
九
九
五
年
一
二
月
︶
も
参
照
︒

㉑

芥
川
と
永
遠
回
帰
に
つ
い
て
は
︑
藤
井
貴
志
﹁
芥
川
龍
之
介
と
Ｌ
・
Ａ
・
ブ
ラ
ン

キ
﹃
天
体
に
よ
る
永
遠
﹄
﹂︵﹃
芥
川
龍
之
介
﹄
笠
間
書
院
︑
二
〇
一
〇
年
二
月
︶
も

参
照
︒

㉒

山
田
俊
治
﹁
注
釈
﹂
︵
前
掲
﹃
芥
川
龍
之
介
全
集
﹄
第
一
三
巻
︶
を
参
照
︒

㉓

永
遠
回
帰
は
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
を
も
た
ら
す
だ
け
で
な
く
︑
超
人
と
な
る
た
め
の
重
要

概
念
で
も
あ
る
︒
村
井
則
夫
﹃
ニ
ー
チ
ェ
﹄
︵
中
公
新
書
︑
二
〇
〇
八
年
三
月
︶
第

四
章
の
ド
ゥ
ル
ー
ズ
的
読
解
も
参
照
︒

ジ
ャ
ポ
ニ
ス
ム
と
ニ
ー
チ
ェ

二
六
五


