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芥
川
龍
之
介
は
、
大
正
十
一
年
四
月
二
十
五
日
か
ら
五
月
一
一
一
十
日
ま
で
二
度
目

の
長
崎
旅
行
を
し
た
。
こ
の
時
過
し
た
「
長
崎
日
録
」
の
最
後
の
五
月
一
一
十
二
日

の
項
に
次
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
。

妓
の
縁
す
る
も
の
、
感
蕊
端
１
嫌
撤
俺
、
佛
選
娩
等
・

た
わ
む

戯
れ
に
照
菊
に
輿
ふ
。

く
わ
ん
ざ
う

（
肢
２
）

萱
艸
も
咲
い
た
ば
て
ん
別
れ
か
な

（
肱
３
）

こ
の
長
崎
滞
在
中
芥
川
は
か
な
り
の
色
紙
や
短
冊
、
戯
れ
書
き
な
ど
を
残
し
た
が
、

〈
肢
４
）

と
り
わ
け
有
名
な
の
は
こ
の
美
妓
照
菊
の
た
め
に
描
い
た
「
水
虎
晩
帰
図
」
で
、

こ
の
銀
屏
風
に
描
か
れ
た
「
河
童
の
絵
」
は
、
芥
川
の
数
多
い
「
河
童
の
絵
」
の

な
か
で
も
最
大
の
傑
作
と
言
わ
れ
て
い
る
。

芥
川
は
大
正
八
年
五
月
の
最
初
の
菊
池
寛
と
の
長
崎
旅
行
で
斎
藤
茂
吉
、
柳
田

国
男
と
の
接
触
を
得
て
、
異
国
趣
味
を
満
た
し
、
永
見
徳
太
郎
の
行
き
届
い
た
世

話
を
受
け
長
崎
に
対
し
て
よ
い
印
象
を
持
っ
た
。
こ
の
こ
と
が
再
度
の
長
崎
旅
行

に
な
っ
た
わ
け
だ
が
、
こ
の
時
の
一
ヶ
月
余
の
長
崎
で
の
日
々
は
、
芥
川
に
異
国

趣
味
満
足
以
上
の
何
物
か
を
与
え
た
よ
う
な
気
が
す
る
。

前
年
大
正
十
年
三
月
か
ら
七
月
に
か
け
て
芥
川
は
大
阪
毎
日
新
聞
社
海
外
視
察

員
と
し
て
中
国
に
特
派
さ
れ
無
理
を
し
て
ひ
ど
く
衰
弱
し
た
。
中
国
帰
国
後
の
芥

：
く
つ
傷
よ
う
こ
う
…

川
は
静
養
に
努
め
、
書
斎
扁
額
を
「
我
鬼
窟
」
か
ら
「
澄
江
堂
」
に
改
め
、
心
境

の
一
転
を
望
ん
だ
。
彼
の
一
ヶ
月
余
の
再
度
の
長
崎
洋
行
は
こ
う
し
た
状
況
下
に

芥
川
龍
之
介
「
河
童
」
成
立
考

お
こ
な
わ
れ
た
の
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
状
況
を
打
破
し
よ
う
と
す
る
芥
川
の
積
極

的
意
味
を
見
い
だ
す
こ
と
が
可
能
で
あ
ろ
う
。

「
長
崎
日
録
」
に
よ
れ
ば
、
芥
川
は
彼
を
慕
う
長
崎
在
住
の
文
人
、
渡
辺
庫
輔

よ
ｂ
へ
い

か
て
い
か
ん
ば
ら
ば
ら
、

（
与
茂
平
）
、
、
氷
見
徳
太
郎
（
夏
汀
）
、
蒲
原
春
夫
等
と
「
日
本
の
聖
母
の
寺
」
（
浦

上
天
主
堂
）
や
「
唐
寺
」
（
崇
福
寺
）
、
丸
山
の
待
ち
合
い
「
た
つ
み
」
を
訪
れ
た

り
し
て
、
日
々
を
楽
し
く
過
し
た
。
南
蛮
文
化
や
中
国
文
化
を
背
景
に
し
た
長
崎

の
街
を
散
索
し
な
が
ら
芥
川
生
来
の
文
人
趣
味
を
満
足
さ
せ
た
こ
と
が
伺
え
る
の

で
あ
る
。

五
月
二
十
日

き
…
よ
し
へ
い
は
る
を
ふ
た
り

弓
『
ザ

払
暁
、
與
茂
平
、
春
夫
の
一
一
人
と
「
日
本
の
聖
母
の
寺
」
に
至
る
。
彌
撒
の
邇

ま
つ
え
ば
し

い
ま

葬
式
に
列
せ
ん
爲
な
り
。
松
ヶ
枝
橋
過
ぐ
る
頃
、
未
だ
天
に
星
光
あ
り
。
天
主

な
い
ぢ
ん

ヤ
ｖ

い
る
ガ
ラ
ス
ゑ

ほ
の

堂
の
内
陣
に
入
れ
ば
、
耶
蘇
受
難
の
色
硝
子
鐙
、
薄
暗
き
中
に
灰
め
け
る
を
見

さ
ん
け
い

か
た
は

よ
も
へ
い

る
。
参
詣
の
男
女
四
五
十
人
、
僕
等
の
傍
ら
に
混
血
兒
の
女
あ
り
。
與
茂
平
、

う
か
び

そ
の
顔
を
窺
ひ
て
や
ま
ず
。

五
月
十
七
日

か
て
い

ち
く
で
ん
い
つ
う
ん
ご
ｂ
ん
て
つ
を
う
い
う
ひ
ぜ
ん
び
い

か
う
か
ば

夏
汀
の
家
に
竹
田
、
逸
雲
、
悟
門
、
鐡
翁
、
熊
斐
、
仙
崖
等
の
日
本
豊
家
、
江
稼
圃
、

し
ん
な
ん
び
ん
そ
う
し
せ
■
こ
う
こ
う
じ
ゆ
ら

ま
る
や
左

沈
南
蘋
、
宋
紫
石
、
胡
公
鱒
等
の
支
那
画
家
を
観
る
。
竹
田
は
丸
山
の
エ
ス
キ

ス
。
こ
の
畳
に
よ
れ
ば
當
年
の
廓
は
甚
だ
野
趣
を
存
せ
し
に
似
た
り
。

小
澤
保
博
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「
長
崎
日
録
」
に
み
ら
れ
る
こ
う
し
た
文
人
趣
味
を
満
足
さ
せ
る
日
々
の
中
で
、

「
河
童
屏
風
」
は
瞥
か
れ
た
。
そ
こ
に
は
芥
川
本
来
の
落
ち
着
き
が
感
じ
ら
れ
る
。

茶
屋
「
鶴
の
家
」
で
芥
川
が
照
菊
の
た
め
に
書
き
残
し
た
こ
の
「
河
童
屏
風
」

が
最
大
の
傑
作
に
な
っ
た
も
蘇
っ
た
芥
川
の
若
さ
と
長
崎
で
の
日
々
の
落
ち
着
き

（
註
５
）

を
度
外
視
し
て
は
考
え
に
く
い
。
芥
川
が
長
崎
滞
在
中
接
触
を
持
っ
た
渡
辺
庫
輔
、

（
註
６
）

蒲
原
春
夫
等
が
芸
妓
「
お
は
ま
さ
ん
」
に
好
意
を
一
示
し
た
こ
と
な
ど
を
身
近
か
に

見
聞
し
、
芥
川
自
身
平
常
で
な
い
好
意
を
芸
妓
照
菊
に
み
せ
た
こ
と
は
考
え
ら
れ

る
。
芥
川
が
戯
れ
に
芸
妓
照
菊
に
与
え
た
「
水
虎
晩
帰
之
図
」
が
彼
の
河
童
の
絵

の
な
か
で
も
最
大
の
傑
作
に
な
っ
た
の
は
、
長
崎
で
の
彼
の
生
活
の
若
や
い
だ
雰

（
舷
７
）

囲
気
の
結
果
で
あ
ろ
う
。

精
神
的
高
揚
と
敗
退
の
い
く
た
び
か
交
錯
す
る
芥
川
の
人
生
に
あ
っ
て
作
品
は

し
ば
し
ば
芥
川
自
身
の
過
去
の
人
生
の
側
面
を
浮
上
さ
せ
て
い
る
。
苦
渋
に
満
ち

た
作
品
の
内
部
に
ぽ
っ
か
り
浮
い
た
明
る
い
色
彩
は
か
な
り
の
程
度
芥
川
自
身
の

人
生
の
明
る
い
側
面
を
反
映
さ
せ
て
い
る
と
言
え
る
。

口

昭
和
二
年
二
月
中
旬
芥
川
は
当
時
彼
が
投
宿
し
て
い
た
帝
国
ホ
テ
ル
で
「
河
童
」

を
脱
稿
し
た
。
（
掲
載
は
「
改
造
」
三
月
号
で
あ
る
）
そ
れ
以
前
の
芥
川
は
静
養
の

た
め
湯
河
原
中
西
屋
に
、
あ
る
い
は
鵠
沼
（
妻
の
実
家
）
の
東
屋
旅
館
に
滞
在
し

続
け
一
年
程
田
端
に
は
帰
宅
し
て
い
な
か
っ
た
。
鵠
沼
滞
在
中
の
夏
最
初
の
自
殺

を
図
っ
た
と
さ
れ
る
芥
川
は
、
こ
の
年
の
十
二
月
十
四
、
十
五
日
頃
「
玄
鶴
山
房
」

の
原
稿
を
抱
え
て
一
時
帰
京
、
こ
の
時
「
狂
人
の
娘
」
の
夫
に
す
べ
て
を
告
白
し

（
註
８
）

て
過
去
を
清
算
し
よ
う
と
し
、
さ
ら
に
一
二
十
一
日
に
「
小
さ
な
家
出
」
を
決
行
し

た
。
こ
う
し
た
行
為
の
後
芥
川
は
二
日
夜
田
端
の
自
宅
に
帰
宅
し
「
闇
中
問
答
」

を
さ
ら
に
は
「
河
童
」
を
と
書
き
つ
い
で
い
く
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

芥
川
は
鵠
沼
か
ら
一
週
間
程
田
端
に
帰
京
す
る
直
前
「
今
度
は
力
作
を
一
つ
書

精
神
的
に
再
生
す
る
こ
と
を
希
求
し
た
芥
川
の
身
の
上
に
姉
の
家
の
全
焼
、
義

兄
の
自
殺
と
い
う
災
難
が
降
り
か
か
っ
た
の
は
、
事
実
と
し
て
は
悲
劇
で
は
あ
る

が
、
芥
川
が
創
作
に
か
け
る
意
気
込
み
は
別
の
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
よ
う
な
気
が
す

る
。例
え
ば
芥
川
は
大
正
一
一
一
年
の
夏
、
（
「
浅
野
三
千
三
宛
」
大
正
三
・
七
・
二
十
八
）

と
、
大
正
五
年
の
夏
を
千
葉
県
一
宮
で
過
し
た
が
、
こ
の
体
験
を
再
確
認
し
て
い

る
。
「
微
笑
」
（
「
東
京
日
々
」
大
正
十
四
・
八
）
「
海
の
ほ
と
り
」
（
「
中
央
公
論
」

大
正
十
四
・
九
）
の
二
つ
の
作
品
は
、
こ
れ
ら
の
体
験
を
再
構
成
し
た
も
の
で
あ

る
。
「
海
の
ほ
と
り
」
は
芥
川
が
久
米
正
雄
と
大
正
五
年
八
月
十
七
日
よ
り
九
月
二

日
ま
で
上
総
の
一
の
宮
町
の
海
岸
に
滞
在
し
た
時
の
体
験
を
記
し
た
も
の
だ
が
、

青
年
時
代
の
愉
快
な
記
憶
を
回
想
す
る
た
め
に
は
、
大
正
十
四
年
と
い
う
執
筆
時

に
そ
う
し
た
こ
と
を
必
要
と
す
る
現
実
の
暗
い
側
面
が
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。

か
っ
て
鴎
外
は
短
編
「
二
人
の
友
」
を
書
く
こ
と
で
現
実
の
寂
蓼
感
か
ら
逃
れ

よ
う
と
し
た
が
、
芥
川
も
同
じ
題
名
で
「
二
人
の
友
」
（
。
高
校
友
会
雑
誌
」
大

正
十
五
・
二
を
書
い
た
時
鴎
外
と
同
じ
精
神
に
あ
っ
た
こ
と
が
伺
え
る
の
で
あ

く
つ
も
り
で
す
」
（
「
大
島
勲
宛
」
大
正
十
五
・
十
二
・
九
）
と
言
っ
て
い
る
が
、

こ
れ
が
そ
の
時
書
き
つ
い
で
い
た
「
玄
鶴
山
房
」
の
こ
と
を
指
す
の
か
、
あ
る
い

は
後
の
「
蜜
氣
棲
」
「
河
童
」
の
こ
と
を
言
っ
て
い
る
の
か
判
明
し
な
い
。
お
そ
ら

く
後
者
だ
と
思
う
。
田
端
に
帰
っ
て
か
ら
書
い
た
も
の
と
さ
れ
る
「
暗
中
問
答
」

の
結
末
を
芥
川
は
「
こ
れ
か
ら
お
前
は
や
り
直
す
の
だ
」
と
い
う
言
葉
で
結
ん
だ
。

こ
の
言
葉
に
偽
り
が
な
け
れ
ば
、
こ
の
時
芥
川
は
自
己
の
再
生
を
決
し
て
い
た
は

ず
で
あ
る
。

唯
今
「
海
の
秋
」
と
云
ふ
小
品
を
製
造
中
、
同
時
に
又
「
河
童
」
と
云
ふ
ガ
ァ

リ
ヴ
ア
の
旅
行
記
式
の
も
の
を
も
製
造
中
、
（
「
斎
藤
茂
吉
宛
」
昭
和
二
・
二
・

一一）
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る
。
義
兄
西
川
豊
の
事
件
で
奔
走
中
の
芥
川
が
、
「
暗
中
問
答
」
に
見
ら
れ
る
よ
う

な
新
た
な
覚
悟
を
も
っ
て
取
り
組
ん
だ
の
が
「
海
の
秋
」
（
蜜
氣
櫻
）
と
「
河
童
」

の
創
作
で
あ
る
。
こ
の
二
作
に
突
き
抜
け
る
よ
う
な
明
る
さ
が
あ
る
の
は
偶
然
で

は
な
い
。

「
蜜
氣
櫻
」
に
つ
い
て
は
三
島
由
紀
夫
が
「
死
に
近
い
こ
ろ
の
苦
渋
の
時
期
に
、

ふ
と
か
う
い
ふ
明
る
す
ぎ
る
海
景
が
描
か
れ
た
」
（
「
南
京
の
基
督
」
解
説
）
と
述

べ
て
い
る
。
一
年
ぶ
り
に
田
端
に
帰
っ
た
芥
川
が
、
「
暗
中
問
答
」
に
み
ら
れ
る
よ

う
な
新
た
な
決
心
の
も
と
に
取
り
組
ん
だ
「
蟹
氣
櫻
」
「
河
童
」
が
現
在
の
よ
う
な

比
較
的
暗
い
色
彩
で
統
一
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
は
、
帰
宅
早
々
に
芥
川
の
身

の
上
に
降
り
懸
か
っ
た
義
兄
の
家
庭
の
不
幸
と
い
う
現
実
で
あ
る
。
新
年
早
々
か

ら
芥
川
は
、
帝
国
ホ
テ
ル
に
投
宿
し
な
が
ら
「
蜜
氣
櫻
」
と
「
河
童
」
を
執
筆
し

た
。

「
蟹
氣
櫻
」
は
「
続
海
の
ほ
と
り
」
と
い
う
副
題
が
示
す
よ
う
に
前
年
書
か
れ

た
「
海
の
ほ
と
り
」
と
同
じ
く
彼
の
学
生
時
代
、
大
正
三
年
と
大
正
五
年
の
二
度

の
千
葉
県
一
宮
海
岸
で
の
思
い
出
に
連
な
っ
て
い
る
。
同
じ
く
「
河
童
」
の
創
作

は
、
大
正
八
年
と
大
正
十
一
年
の
二
度
の
長
崎
旅
行
の
記
憶
に
連
な
っ
て
い
る
と

考
え
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
か
。
芥
川
が
自
画
像
と
し
て
河
童
の
絵
を
書
き
は
じ
め
た

の
は
こ
の
最
初
の
長
崎
旅
行
の
直
後
で
あ
る
。

す
で
に
見
て
き
た
ご
と
く
に
「
蟹
氣
棲
」
と
「
河
童
」
は
、
精
神
的
、
肉
体
的

に
退
歩
し
追
い
詰
め
ら
れ
た
芥
川
が
前
年
（
大
正
十
五
年
）
の
不
調
を
奪
回
す
る

べ
く
起
死
回
生
の
意
味
を
込
め
て
完
成
に
意
を
注
い
だ
も
の
で
あ
り
、
特
に
前
者

は
周
知
の
よ
う
に
芥
川
の
新
機
軸
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
「
文
蕊
的
な
、
余
り
に

文
蕊
的
な
」
に
お
い
て
展
開
さ
れ
た
彼
の
文
学
理
論
を
側
面
か
ら
補
強
す
べ
き
実

作
の
意
味
あ
い
が
強
い
と
言
え
る
。

打
ち
下
ろ
す
ハ
ン
マ
ア
の
リ
ズ
ム
を
聞
け
。
あ
の
リ
ズ
ム
の
在
す
る
限
り
、
藝

術
は
永
遠
に
滅
び
な
い
で
あ
ら
う
。
（
「
株
儒
の
言
葉
」
昭
和
改
元
の
第
一
日
）

か
っ
て
芥
川
は
「
蕊
術
そ
の
他
」
（
大
正
八
年
）
に
お
い
て
「
藝
術
活
動
は
ど
ん

つ
ぼ
め
こ
や
す
が
い

な
天
才
で
も
、
意
識
的
な
も
の
だ
」
「
無
意
識
的
藝
術
活
動
と
は
、
燕
の
子
安
貝
の

い
み
よ
う

丁
ぺ

異
名
に
過
ぎ
ぬ
」
「
凡
て
藝
術
家
は
い
や
が
上
に
も
技
巧
を
磨
く
べ
き
も
の
だ
」
と

い
う
よ
う
な
発
言
を
し
て
い
る
が
、
「
文
蕊
的
な
、
餘
り
に
文
藝
的
な
」
に
お
い
て

は
、
か
っ
て
の
自
己
の
文
藝
理
論
を
部
分
的
に
否
定
す
る
よ
う
な
見
解
を
示
し
て

次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

…
も

ど
う
云
ふ
思
想
も
文
藝
上
の
作
品
の
中
に
盛
ら
れ
る
以
上
、
必
ず
こ
の
詩
的
精

じ
ゃ
う
く
わ

い
か

神
の
浄
火
を
通
っ
て
來
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
僕
の
一
一
百
ふ
の
は
そ
の
浄
火
を
如
何

な
か

て
ん
ぷ

に
燃
え
立
た
せ
る
か
と
云
ふ
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
或
は
半
ば
以
上
、
天
賦
の

し
ょ
う
じ
ん

ぞ
ん
ぐ
わ
い

才
能
に
よ
る
も
の
か
も
知
れ
な
い
。
い
や
、
精
進
の
力
な
ど
は
存
外
効
の
な

い
も
の
で
あ
ら
う
。
し
か
し
そ
の
浄
火
の
熱
の
高
低
は
直
ち
に
或
作
品
の
憤
値

の
高
低
を
定
め
る
の
で
あ
る
。
（
十
二
詩
的
精
神
）

「
玄
鶴
山
房
」
の
執
筆
に
明
け
暮
れ
る
毎
日
、
芥
川
は
創
作
に
つ
い
て
の
意
欲

を
こ
の
よ
う
に
見
せ
た
。
こ
の
直
後
義
兄
の
自
殺
と
い
う
不
幸
の
な
か
で
芥
川
は

「
蟹
氣
櫻
」
を
執
筆
し
、
新
局
面
を
切
り
開
い
て
み
せ
る
。
同
時
相
次
い
で
執
筆

さ
れ
た
「
河
童
」
に
お
い
て
彼
が
思
考
し
た
文
芸
に
お
け
る
新
機
軸
は
見
ら
れ
る

の
か
ど
う
か
、
こ
う
し
た
側
面
に
つ
い
て
以
下
分
析
を
進
め
て
い
く
。

「
蕊
術
そ
の
他
」
と
「
文
藝
的
な
、
餘
り
に
文
藝
的
な
」
と
の
間
に
は
、
芥
川

の
文
芸
理
論
に
明
ら
か
に
推
移
が
見
ら
れ
、
そ
の
こ
と
が
夷
作
に
お
い
て
反
映
し

な
い
は
ず
が
な
い
と
考
え
る
。
「
河
童
」
と
同
時
期
に
帝
国
ホ
テ
ル
で
執
筆
さ
れ
た

「
蟹
氣
槙
」
は
明
ら
か
に
芥
川
の
言
う
「
話
ら
し
い
話
の
な
い
小
説
」
を
実
作
に

お
い
て
示
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
件
に
つ
い
て
「
河
童
」
は
内
容
的
に

ど
う
な
の
か
、
芥
川
の
通
常
の
創
作
方
法
に
つ
い
て
確
認
し
て
お
け
ば
、
彼
は
決

し
て
谷
崎
の
よ
う
に
輿
に
の
っ
て
書
き
続
け
、
そ
こ
に
余
韻
、
余
情
さ
ら
に
は
大
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口

年
譜
に
よ
れ
ば
、
芥
川
は
明
治
四
十
四
年
夏
槍
ヶ
岳
に
登
っ
た
。
「
槍
ケ
岳
に
登
っ

た
記
」
（
以
下
「
記
」
と
略
記
、
明
治
四
十
四
年
）
に
よ
る
と
同
行
し
た
の
は
、
中

学
時
代
の
同
級
生
中
原
安
太
郎
・
市
村
友
三
郎
・
中
塚
癸
已
男
の
三
人
で
あ
る
。

こ
の
時
か
ら
十
年
程
を
経
て
再
び
芥
川
は
槍
ヶ
岳
に
旅
行
し
た
。
「
槍
ケ
岳
紀
行
」

（
以
下
「
紀
行
」
と
略
記
、
大
正
九
・
六
）
芥
川
は
十
年
を
経
て
二
度
槍
ケ
岳
に

登
山
し
て
い
る
こ
と
を
年
譜
と
補
注
は
示
し
て
い
る
が
、
今
日
客
観
的
に
二
つ
を

読
み
比
べ
て
み
る
と
両
者
は
極
め
て
類
似
の
箇
所
が
多
い
こ
と
に
気
付
か
さ
れ

（
肱
川
）

る
。

（
註
９
）

き
な
感
興
を
生
む
と
い
う
タ
イ
プ
の
作
家
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

Ⅲ
「
立
臘
の
數
を
つ
く
し
た
や
う
な
石
が
、
雑
然
と
狭
い
溪
谷
の
急
な
斜
面
に

ぞ
が

充
た
さ
れ
て
ゐ
る
。
石
の
洪
水
。
少
し
可
笑
し
い
が
全
く
石
の
洪
水
と
云
ふ

語
が
ゆ
る
さ
れ
る
の
な
ら
正
し
く
そ
れ
だ
。
上
の
方
を
見
上
げ
る
と
一
草
の

緑
も
、
一
花
の
紅
も
つ
け
な
い
石
の
連
績
が
ず
－
う
つ
と
先
の
先
の
方
迄
っ
蛍

Ⅱ

あ
か
ざ
は

Ｉ
「
雑
木
の
暗
い
林
を
出
る
し
」
案
内
者
が
こ
湧
が
赤
澤
で
す
と
云
っ
た
。
」
（
「
記
」
）

ざ
ふ
Ｂ

て
ん
じ
つ

「
ｌ
雑
木
の
箪
鞍
り
合
っ
た
の
を
押
し
開
い
て
、
塾
・
う
一
度
天
日
の
光
を

わ
た
し

こ
こ
あ
か
ざ
は

浴
び
る
と
、
案
内
者
は
私
を
顧
み
な
が
ら
、
「
此
虚
が
赤
澤
で
す
』
し
」
云
っ
た
。
」

（
「
紀
行
」
）

「
安
心
す
る
と
急
に
四
方
の
な
が
め
が
眼
に
は
い
る
よ
う
に
な
る
。
」
（
「
記
」

と
り
：
ぱ
う
あ
み
だ

「
私
は
鳥
打
帽
を
阿
彌
陀
に
し
て
、
眼
の
前
に
ひ
ら
け
た
光
景
を
眺
め
た
。
」

（
「
紀
行
」
）

「
記
」
は
言
う
ま
で
も
な
く
芥
川
二
十
歳
の
時
の
草
稿
で
あ
り
、
「
紀
行
」
は
二

十
九
歳
の
時
の
作
品
で
一
一
つ
の
間
に
は
十
年
近
い
時
間
の
断
絶
が
あ
る
。
年
譜
は

こ
の
槍
ヶ
岳
周
辺
へ
の
芥
川
の
旅
行
を
一
一
度
と
し
て
い
る
が
、
そ
の
根
拠
は
「
紀

行
」
に
描
か
れ
た
芥
川
の
体
験
を
事
実
と
し
て
受
け
取
め
た
結
果
で
あ
る
。
し
か

し
Ｉ
か
ら
Ⅳ
ま
で
両
作
品
を
部
分
的
に
比
較
し
た
結
果
言
え
る
こ
と
は
「
紀
行
」

が
あ
く
ま
で
も
「
記
」
の
パ
リ
エ
シ
ョ
ン
に
す
ぎ
ず
、
形
式
・
内
容
共
に
「
紀
行
」

が
「
記
」
を
踏
襲
し
て
い
る
ば
か
り
で
な
く
、
そ
れ
を
よ
り
簡
素
化
し
、
芥
川
流

窓意的に書き直していることが明白である。こ塵たけ
こ
の
事
実
は
両
作
品
を
比
較
検
討
し
た
結
果
か
ら
ば
か
り
で
な
く
、
「
紀
行
」
の

中
で
芥
川
自
身
が
次
の
ご
と
く
述
べ
て
い
る
箇
所
か
ら
も
そ
れ
を
裏
付
け
る
こ
と

が
可
能
で
あ
る
。

く
せ
う
じ
ゃ
う
：
あ
さ
窪
：
“
ん
た
け

私
は
苦
笑
し
た
。
上
州
の
一
二
山
、
浅
間
山
、
木
曾
の
御
繊
、
そ
れ
か
ら
駒
ケ
嶽

ほ
か

ｌ
そ
の
外
山
と
名
づ
く
べ
き
山
に
は
、
一
度
も
登
っ
た
事
の
な
い
私
で
あ
っ

Ⅳ
「
ふ
い
に
ギ
ャ
ァ
と
云
ふ
盤
が
し
た
。
お
や
と
思
ふ
と
案
内
者
が
「
雷
鳥
で

す
」
と
云
っ
た
。
」

「
ふ
と
異
様
な
聾
に
驚
か
さ
れ
て
、
思
は
ず
左
右
を
見
廻
す
と
、
あ
ま
り
遠

は
虫
つ

く
な
い
値
ひ
松
の
茂
み
の
上
を
、
流
れ
る
や
う
に
飛
ん
で
行
く
褐
色
の
鳥
が

ら
い
て
う

一
羽
あ
っ
た
。
「
何
だ
い
、
あ
の
鳥
は
。
」
「
雷
鳥
で
す
」
」
（
「
紀
行
」
）

い
て
ゐ
る
。
」
（
「
記
」
）

よ
こ
た

か
ず

た
い
ぜ
□

「
私
の
前
に
横
は
る
も
の
は
、
立
魑
の
數
を
議
し
た
大
石
で
あ
っ
た
。
そ
れ

く
ぎ

が
狭
い
狹
谷
の
急
な
斜
面
を
満
た
し
な
が
ら
、
空
を
劃
っ
た
峯
々
の
向
う
へ
、

つ
ら
な

目
の
と
ど
く
限
り
連
っ
て
ゐ
た
。
も
し
形
容
の
一
一
一
口
葉
を
着
け
れ
ば
、
正
に
小

ふ
た
り

巴
ん
て
ん
み
な
ぎ

た
い
ぜ
⑧

さ
な
私
た
ち
一
一
人
は
、
遠
い
一
一
一
顕
か
ら
瀕
り
落
ち
る
大
石
の
洪
水
の
上
に
ゐ

る
の
で
あ
っ
た
。
」
（
「
紀
行
」
）
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明
治
四
十
五
年
当
時
一
高
生
だ
っ
た
芥
川
は
、
書
籍
、
友
人
、
家
族
な
ど
か
ら

得
た
聞
き
書
き
を
「
椒
岡
志
異
」
と
い
う
ノ
オ
ト
に
ま
と
め
た
が
、
「
椒
圖
志
異
」

は
多
く
芥
川
の
怪
異
趣
味
の
反
映
の
産
物
で
あ
る
。
そ
の
内
訳
は
「
怪
例
及
妖
異
」

（
Ⅳ
話
）
「
魔
魅
及
天
狗
」
（
沁
話
）
「
狐
狸
妖
」
（
７
話
二
河
童
及
河
伯
」
（
２
話
）

「
無
題
」
（
３
話
）
「
幽
璽
及
怨
念
」
茄
話
）
「
呪
誼
及
奇
病
」
（
３
話
）
全
部
で
犯

話
が
収
録
さ
れ
て
い
る
が
、
帥
編
に
及
ぶ
小
話
の
な
か
で
特
に
注
目
さ
れ
る
の
は

「
河
童
及
河
伯
」
の
挿
話
で
あ
る
。

在
所
中
新
田
と
云
ふ
所
に
、
合
羽
神
と
云
ふ
あ
り
御
洗
池
き
て
池
の
如
き
も
の

あ
り
如
何
な
る
旱
天
に
も
枯
る
騨
事
な
し
、
夫
よ
り
用
水
の
堀
に
綾
き
て
あ

り
し
此
家
人
な
る
、
細
彦
甚
之
丞
と
云
ふ
も
の
十
七
八
の
時
分
下
町
の
若
き

も
の
雨
人
と
同
じ
く
水
を
浴
び
て
用
水
堀
を
潜
り
競
し
て
あ
り
し
に
三
人
同

こ
れ
な
ど
明
ら
か
に
語
る
に
落
ち
た
と
も
言
う
べ
き
記
述
で
あ
っ
て
作
者
自
身

が
「
紀
行
」
の
内
容
が
実
際
体
験
の
反
映
で
な
い
こ
と
を
告
白
し
て
い
る
よ
う
な

も
の
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
事
実
「
記
」
は
一
一
一
人
の
友
人
達
と
の
槍
ケ
岳
登
撃
の
事

実
を
記
録
し
た
色
合
い
が
濃
い
の
に
反
し
て
「
紀
行
」
は
作
者
を
思
わ
せ
る
「
私
」

と
「
案
内
者
」
の
二
人
の
会
話
の
や
り
と
り
か
ら
な
る
独
白
体
の
筋
展
開
を
見
せ

て
い
る
。
こ
う
し
た
種
々
の
側
面
か
ら
考
え
得
る
結
論
は
、
「
紀
行
」
が
九
年
前
の

「
記
」
に
書
か
れ
た
体
験
お
よ
び
そ
の
事
実
を
記
録
し
た
「
記
」
を
下
地
と
し
て

再
構
成
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
成
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

れ
い
な
る
家
居
あ
り
て
内
よ
り
機
の
音
聞
え
し
か
ぱ
語
し
く
思
ひ
外
よ
り
盤

を
か
け
て
此
魔
は
何
魔
ぞ
と
云
ふ
に
、
う
ち
な
る
人
こ
鼻
は
人
の
來
る
所
な

ら
ず
、
早
く
錦
れ
と
答
へ
し
故
、
驚
き
て
去
ら
む
と
す
れ
ば
又
呼
止
め
て
此

じ
く
潜
り
し
が
何
時
の
程
に
や
刎
剤
割
割
珈
呵
卿
割
剤
矧
句
口
渕
割
引
則

た
。

見
れ
ば
き

こ
れ
は
三
人
の
男
達
が
用
水
堀
に
潜
っ
て
、
突
然
水
の
な
い
別
世
界
へ
と
た
ど

り
着
き
、
そ
こ
に
住
む
人
と
会
話
を
し
て
帰
っ
て
く
る
話
で
あ
る
が
、
別
世
界
に

住
む
「
う
ち
な
る
人
」
が
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
人
物
で
あ
る
か
特
に
描
写
も
な

く
、
詳
細
は
明
ら
か
で
は
な
い
。
し
か
し
重
要
な
の
は
傍
線
部
分
で
、
突
然
今
ま

で
住
み
慣
れ
た
世
界
か
ら
一
転
し
て
全
く
別
世
界
に
突
入
す
る
と
い
う
話
の
展
開

で
あ
る
。
言
う
ま
で
も
な
く
こ
の
挿
話
は
「
河
童
」
冒
頭
の
状
況
と
類
似
し
て
い

る
．
「
饗
」
の
主
人
公
「
或
精
神
病
院
の
慰
者
’
第
二
十
三
号
」
は
河
童
を

追
い
か
け
て
穴
に
落
ち
河
童
の
国
と
い
う
別
世
界
に
入
る
設
定
に
な
っ
て
い
る
。

さ
て
こ
こ
で
作
品
「
河
童
」
の
冒
頭
の
部
分
に
つ
い
て
具
体
的
に
考
え
て
み
よ

う
。
つ
ま
り
「
河
童
」
は
最
初
に
「
序
」
が
あ
り
、
巣
鴨
精
神
病
院
に
入
院
し
て

い
る
「
或
精
神
病
院
の
患
者
」
の
独
白
と
い
う
場
面
設
定
に
よ
っ
て
始
ま
っ
て
い

る
。
続
く
。
」
章
が
、
上
高
地
の
梓
川
周
辺
を
単
独
登
山
を
す
る
主
人
公
の
視

界
に
映
じ
た
槍
ヶ
岳
付
近
の
風
景
で
あ
る
。

こ
の
冒
頭
の
「
Ｈ
」
章
の
部
分
は
、
先
行
の
芥
川
作
品
に
そ
の
主
要
部
分
を
負
っ

て
い
る
。
「
河
童
及
河
伯
」
に
状
況
に
お
い
て
類
似
し
、
全
体
的
雰
囲
気
は
「
記
」

お
よ
び
そ
れ
を
踏
襲
し
て
成
り
立
っ
た
「
紀
行
」
を
使
っ
て
い
る
こ
と
が
明
白
で

あ
る
。
問
題
視
さ
れ
る
の
は
作
品
「
河
童
」
の
「
序
」
に
続
く
本
文
「
こ
の
最

初
の
部
分
で
あ
る
。

な
め
ら

せ
な
か

Ｉ
「
僕
は
滑
か
な
河
童
の
背
中
に
や
っ
と
指
先
が
さ
は
っ
た
と
思
ふ
と
、
忽
ち

ざ
か

深
い
闇
の
中
へ
ま
つ
逆
さ
ま
に
鱒
げ
落
ち
ま
し
た
。
」
（
「
河
童
」
）

Ⅱ
「
用
水
堀
を
潜
り
競
し
て
あ
り
し
に
三
人
同
じ
く
潜
り
し
が
何
時
の
程
に

虚
に
來
り
し
と
云
ふ
事
を
三
年
の
間
は
か
ま
へ
て
人
に
語
る
事
勿
れ
身
に
災
あ

ら
む
と
云
ふ
愈
々
恐
れ
て
去
り
し
が
又
元
の
用
水
堀
へ
出
で
た
り
其
年
の

中
に
町
の
も
の
一
人
酒
に
酔
ひ
て
ふ
と
此
事
を
語
り
し
が
程
な
く
死
せ
し
か
ば

甚
之
丞
は
見
ご
り
し
て
一
生
人
に
語
ら
ざ
り
し
と
ぞ
（
傍
線
筆
者
）
．
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二
作
品
の
間
に
は
お
よ
そ
十
五
年
の
月
日
の
流
れ
が
あ
る
が
、
一
瞬
に
し
て
別
世

界
に
飛
び
込
む
と
い
う
筋
書
に
お
い
て
両
者
は
極
め
て
類
似
し
て
い
る
。
こ
う
し

た
状
況
設
定
以
外
に
も
場
面
設
定
に
お
い
て
「
河
童
」
は
そ
の
書
き
だ
し
に
お
い

て
多
く
芥
川
自
身
の
先
行
作
品
に
そ
の
内
容
を
負
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

左
へ

一
二
年
前
の
夏
の
こ
と
で
す
。
僕
は
人
並
み
に
リ
ュ
ッ
ク
・
サ
ッ
ク
を
背
負
ひ
、

か
み
か
う
ち
や
ピ
ほ
た
か
や
ま

あ
の
上
高
地
の
温
泉
宿
か
ら
穂
高
山
へ
登
ら
う
と
し
ま
し
た
。
穂
高
山
へ
登
る
の

あ
づ
さ
敵
は
ち
か
の
ぽ
ほ
か

に
は
御
承
知
の
通
り
梓
川
を
遡
る
外
は
あ
り
ま
せ
ん
。
僕
は
前
に
穂
高
山
は
勿

や
り
た
け

論
、
槍
ケ
岳
に
も
登
っ
て
ゐ
ま
し
た
か
ら
、
朝
霧
の
下
り
た
梓
川
の
谷
を
案
内

ゆ

者
も
つ
れ
ず
に
登
っ
て
行
き
ま
し
た
。

冒
頭
の
「
三
年
前
の
夏
」
と
い
う
時
間
設
定
は
、
大
正
九
年
六
月
の
芥
川
自
身

の
穂
高
山
へ
の
登
山
を
下
地
に
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
が
、
先
に
考
察
し
た
ご
と

く
に
、
こ
の
大
正
九
年
六
月
の
日
付
は
芥
川
の
穂
高
へ
の
実
地
登
山
の
日
付
で
は

な
く
、
「
槍
ケ
岳
紀
行
」
創
作
の
日
付
で
あ
る
。
さ
ら
に
「
紀
行
」
が
「
記
」
を
下

地
に
し
て
再
構
成
さ
れ
た
、
言
う
な
れ
ば
作
ら
れ
た
体
験
記
録
で
あ
る
こ
と
な
ど
、

先
に
示
し
た
通
り
で
あ
る
。
先
に
引
用
し
た
「
河
童
」
の
「
ど
の
箇
所
に
続
い

て
芥
川
は
心
細
い
、
穂
高
山
へ
の
単
独
登
山
を
次
の
よ
う
に
描
写
し
て
い
る
。
か
え

イ
「
霧
は
い
つ
ま
で
た
っ
て
も
晴
れ
る
氣
色
は
見
え
ま
せ
ん
。
の
み
な
ら
ば
反
っ

て
深
く
な
る
の
で
す
。
」

さ
へ
ざ

も
つ
と

ロ
「
僕
の
目
を
遮
る
も
の
は
や
は
り
深
い
霧
ば
か
り
で
す
。
尤
も
時
々
霧
の
中

ぷ
な
ら
み

か
ら
太
い
毛
生
樺
や
樅
の
枝
が
青
あ
を
と
葉
を
垂
ら
し
た
の
も
見
え
な
か
つ

わ
け

た
訣
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
」

ヘ

ハ
「
そ
の
う
ち
に
足
も
く
た
び
れ
て
來
れ
ぱ
、
腹
も
だ
ん
だ
ん
減
り
は
じ
め
る

山
と
ほ

ま
う
ふ
な
た
い
へ
い

’
お
ま
け
に
霧
に
濡
れ
透
っ
た
登
山
服
や
毛
布
数
ど
も
並
み
大
抵
の
重
さ

で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
」

や
水
な
き
所
に
出
で
た
る
に
驚
き
て
」
（
「
椒
圃
志
異
」
）

イ
、
ロ
ハ
は
そ
れ
ぞ
れ
「
深
い
霧
」
の
中
で
前
途
を
見
失
い
な
が
ら
手
探
り

で
前
進
す
る
単
独
登
山
者
の
狐
独
感
を
芥
川
が
描
き
込
ん
だ
場
面
で
あ
る
が
、
こ

こ
で
は
自
然
は
霧
の
背
後
に
そ
の
姿
を
隠
し
な
が
ら
不
気
味
な
も
の
と
し
て
静
寂

の
中
に
無
言
で
そ
の
存
在
を
示
し
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
イ
、
ロ
、
ハ
の
芥
川
が

「
河
童
」
の
冒
頭
に
叙
述
し
た
情
景
描
写
は
、
「
記
」
に
お
い
て
写
し
取
り
さ
ら
に

「
紀
行
」
に
お
い
て
再
構
成
さ
れ
た
自
然
描
写
に
そ
の
ま
ま
関
係
し
て
い
る
の
で

あ
る
。

結
局
芥
川
は
明
治
四
十
二
年
八
月
に
体
験
し
た
登
山
を
「
記
」
に
描
き
「
紀
行
」

に
再
構
成
し
、
最
終
的
に
「
河
童
」
冒
頭
の
情
景
描
写
に
取
り
入
れ
た
こ
と
に
な

る
の
で
あ
る
。
「
記
」
か
ら
「
紀
行
」
に
さ
ら
に
「
河
童
」
へ
と
変
移
す
る
間
に
静

寂
の
内
部
で
自
然
が
ま
す
ま
す
恐
怖
感
を
与
え
る
も
の
と
し
て
、
敵
意
の
存
在
と

し
て
変
貌
し
て
い
く
の
は
今
ま
で
見
て
き
た
と
お
り
で
あ
ろ
う
。
登
場
人
物
が
「
記
」

の
四
人
か
ら
「
紀
行
」
の
二
人
、
さ
ら
に
は
「
河
童
」
の
一
人
へ
と
減
っ
て
い
く

の
は
内
容
的
に
必
然
性
を
持
っ
て
い
る
と
言
え
る
。

芥
川
の
文
芸
理
論
は
Ｉ
Ⅱ
Ⅲ
と
時
代
ご
と
に
順
次
変
貌
し
、
意
識
の
世
界
に
あ
っ

て
芥
川
は
、
自
己
の
創
作
世
界
を
築
き
支
え
る
の
が
偶
然
性
の
高
い
成
功
率
で
あ

る
と
述
べ
て
い
る
。
し
か
し
先
に
見
て
き
た
よ
う
に
実
作
に
あ
っ
て
は
「
記
」
か

ら
「
紀
行
」
に
さ
ら
に
は
「
河
童
」
へ
と
変
貌
す
る
作
品
内
部
に
彼
が
自
ら
掲
げ

四

Ｉ
「
藝
術
活
動
は
ど
ん
な
天
才
で
も
、
意
識
的
な
も
の
だ
。
」
（
「
蕊
術
そ
の
他
」
）

Ⅱ
「
作
品
そ
の
も
の
を
見
れ
ば
、
作
品
の
美
醜
の
一
半
は
藝
術
家
の
意
識
を
超

越
し
た
紳
秘
の
世
界
に
存
し
て
ゐ
る
。
」
（
「
像
儒
の
言
葉
」
）

し
や
う
じ
ん

ぞ
ん
ぐ
わ
い

Ⅲ
「
精
進
の
力
な
ど
は
存
外
效
の
な
い
も
の
で
あ
ら
う
。
」
（
「
文
藝
的
な
、
餘

り
に
文
藝
的
な
」
十
二
）
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た
理
論
程
の
変
貌
は
見
ら
れ
な
い
。
む
し
ろ
作
品
構
成
に
お
い
て
芥
川
は
、
繰
り

返
し
て
同
一
素
材
を
自
己
の
内
的
情
景
に
即
し
て
再
構
成
さ
せ
て
い
る
と
言
っ
て

よ
い
よ
う
に
思
う
。
こ
う
し
た
側
面
に
芥
川
の
自
家
撞
着
と
内
的
矛
盾
を
見
い
だ

す
こ
と
は
可
能
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
彼
は
理
論
に
お
い
て
先
走
り
し
実
作
に
お

い
て
そ
れ
に
追
随
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

と
こ
ろ
で
芥
川
が
谷
崎
の
「
饒
舌
録
」
の
内
容
に
関
連
し
て
始
め
て
発
言
し
た

の
は
、
｜
月
初
旬
の
新
潮
評
会
で
あ
っ
た
。
「
文
藝
的
な
、
餘
り
に
文
藝
的
な
」
の

連
載
が
始
ま
る
の
は
、
四
月
の
「
改
造
」
に
お
い
て
で
あ
り
、
こ
の
期
間
に
「
蜜

氣
襖
」
（
脱
稿
日
、
一
一
月
四
日
」
「
河
童
」
（
脱
稿
日
、
二
月
十
一
日
）
と
相
次
い
で

書
き
上
げ
た
わ
け
で
あ
る
。
周
知
の
よ
う
に
「
蜜
氣
櫻
」
は
芥
川
の
「
筋
の
な
い

小
説
」
の
理
論
を
実
作
に
お
い
て
示
し
得
た
代
表
的
な
作
品
で
、
事
実
こ
の
頃
の

芥
川
は
後
の
「
文
藝
的
な
、
除
り
に
文
蕊
的
な
」
に
示
さ
れ
た
よ
う
に
従
来
の
自

己
の
創
作
方
法
を
修
正
あ
る
い
は
部
分
的
に
否
定
し
て
新
し
い
展
望
を
求
め
る
た

め
模
索
中
で
あ
っ
た
。
こ
の
時
期
の
芥
川
の
内
部
か
ら
「
河
童
」
の
よ
う
な
「
藝

術
そ
の
他
」
の
文
藝
理
論
を
純
粋
に
な
ぞ
っ
た
よ
う
な
作
品
が
生
じ
た
こ
と
は
疑

問
で
あ
る
。
（
「
河
童
」
が
「
藝
術
そ
の
他
」
に
示
さ
れ
た
「
藝
術
活
動
は
ど
ん
な

天
才
で
も
意
識
的
な
も
の
だ
」
と
い
う
芥
川
の
従
来
の
芸
術
観
の
裏
付
け
に
よ
る

も
の
で
あ
る
こ
と
は
す
で
に
検
証
済
み
で
あ
る
）

芥
川
に
は
「
河
童
」
（
「
改
造
」
昭
和
二
・
三
）
以
前
に
別
稿
「
河
童
」
（
「
新
小

説
」
大
正
十
一
・
四
）
の
存
在
が
あ
る
。
（
後
者
を
別
稿
「
河
童
」
と
称
す
る
理
由

に
つ
い
て
は
詳
ら
か
で
は
な
い
）
こ
の
別
稿
に
は
作
品
末
に
「
未
完
」
と
記
さ
れ

て
お
り
、
次
の
よ
う
な
但
し
醤
き
が
つ
い
て
い
る
。

「
以
上
は
河
童
の
話
の
一
部
分
、
否
、
そ
の
序
の
一
部
分
な
り
、
但
し
目
下
イ

ン
フ
ル
エ
ン
ザ
の
爲
、
如
何
に
す
る
も
稿
を
次
ぐ
能
は
ず
。
讃
者
並
び
に
編
輯

者
の
諒
怒
を
乞
は
ん
と
す
る
所
以
な
り
。
作
者
識
。
」

す
で
に
提
出
し
た
二
つ
の
疑
問
に
答
え
る
べ
き
示
唆
を
与
え
る
で
あ
ろ
う
資
料

に
芥
川
が
週
し
た
手
帳
が
参
考
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
全
集
に
は
十
一
冊
の
手
帳
が

収
録
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
ら
の
断
片
の
中
で
注
意
を
ひ
き
つ
け
る
の
は
次
の
一
文

で
あ
る
。

○
河
童
圏
ｌ
壯
璽
の
蕊
を
云
ふ
と
笑
ふ
．
す
べ
て
を
逆
に
せ
よ
．
｛
「
手
帳
」

五
）

言
う
ま
で
も
な
く
こ
れ
は
「
河
童
」
の
作
品
構
造
を
言
い
当
て
た
も
の
で
あ
る
。

故
に
「
手
帳
五
」
の
記
述
時
期
が
い
つ
で
あ
っ
た
か
を
認
定
す
る
こ
と
が
重
要
な

ポ
イ
ン
ト
と
な
る
。
こ
の
第
五
の
「
手
帳
」
の
年
月
を
認
定
す
る
た
め
「
手
帳
」

（
註
皿
）

の
前
後
よ
り
任
意
の
事
項
を
抽
出
し
考
察
を
加
壜
え
る
こ
と
に
す
る
。

別
稿
「
河
童
」
の
成
立
は
「
新
小
説
」
（
大
正
十
一
・
五
）
直
前
の
大
正
十
一
年

四
月
の
作
品
末
の
日
付
の
通
り
で
あ
ろ
う
か
。
以
下
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
先
に
呈

示
し
た
「
河
童
」
が
「
筋
の
な
い
小
説
」
理
論
と
別
個
に
存
在
し
て
い
る
こ
と
の

疑
問
と
共
に
検
証
し
て
い
き
た
い
。

か
っ
ぽ

や
な
ぎ
滝
く
に
そ
ざ
ん
た
う
み
ん
た
ん
し
ふ

ご
ゐ
し
ん
ぜ
ん

河
童
の
考
證
は
柳
田
國
男
氏
の
山
島
民
謂
集
に
議
し
て
ゐ
る
。
御
維
新
前
は

鱈
い
こ
ん
が
し

く
わ
ん
ぜ
じ
ん
み
ち
包
や
う
じ
や

大
根
河
岸
の
川
に
も
や
は
り
河
童
が
住
ん
で
ゐ
た
。
観
世
新
路
の
経
師
屋
が
あ

う
し
ろ
鱈

む
や
み

の
川
へ
障
子
を
洗
ひ
に
行
っ
て
ゐ
る
と
、
突
然
後
よ
り
抱
き
つ
き
て
、
無
暗
に

あ
ふ
む
わ
う
ら
い

く
す
ぐ
り
立
て
る
も
の
あ
り
。
經
師
屋
閉
口
し
て
、
仰
向
け
に
往
來
へ
こ
ろ
げ

た
ら
、
河
童
一
匹
背
中
を
離
れ
て
、
川
へ
ど
ぶ
ん
と
飛
び
こ
み
し
由
、
幼
児
母

よ
り
聞
き
し
事
あ
り
。
（
「
雑
筆
」
大
正
九
・
九
・
三
十
）

○
ベ
レ
ン
ー
ベ
ト
レ
エ
ム
。
ベ
レ
ン
の
國
よ
り
來
り
し
と
云
ふ
。
正
月
元
日
こ

の
親
子
の
像
を
黒
船
へ
の
せ
て
拝
む
。
（
浦
上
）

ひ
ざ
ま
づ

○
フ
ロ
チ
ザ
ン
路
い
て
あ
り
し
に
浦
上
の
女
一
一
一
四
人
來
り
て
云
ふ
。
ヨ
「
ず
の
『
の
一
⑫

言
四
『
一
見
教
ふ
。
子
抱
け
り
と
女
云
ふ
。
蓄
徒
發
見
。
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現
在
問
題
に
し
て
い
る
の
は
「
五
」
の
記
述
の
時
期
で
あ
る
が
「
四
」
「
八
」
は
そ

れ
ぞ
れ
長
崎
に
関
係
し
た
メ
モ
で
あ
る
。
（
「
八
」
に
収
録
さ
れ
て
い
る
長
崎
関
係

の
記
述
は
極
め
て
少
な
ど

周
知
の
よ
う
に
芥
川
は
大
正
八
年
と
同
十
一
年
の
二
度
長
崎
を
訪
れ
て
い
る
が
、

○
天
草
四
郎
時
貞
の
史
劇
。
画
一
弓
’
三
．
『
一
ロ
ー
『
‐
『
目
ご
‐
目
昏
四
己
。
８
号
・

○
ま
い
ろ
や
、
ま
い
る
や
。
パ
ラ
イ
ゾ
の
寺
に
ま
い
る
や
。
パ
ラ
イ
ゾ
の
寺
と

は
申
す
れ
ど
。
贋
い
寺
と
は
申
す
れ
ど
。
贋
い
狭
い
は
我
胸
に
あ
り
。
（
浦
上
）

（
「
手
帳
」
八
）

ｏ
塔
外
、
北
海
を
見
る
。
洞
穴
（
紳
仙
趣
味
）
。
山
に
沿
う
て
亭
。
階
急
。
天
子

お
ぞ

女
を
伯
れ
さ
す
爲
か
。
（
中
の
氏
説
）
戯
憂
。

ｏ
陶
然
亭
。
古
刹
慈
悲
淨
林
。
黒
煉
瓦
の
門
。
大
楡
。
石
だ
た
み
。
門
中
江
藻

の
陶
然
の
額
。
門
聯
、
門
外
時
間
長
者
東
、
壷
中
別
有
仙
家
日
。
（
「
手
帳
」

七
）

○
支
那
車
掌
。
緑
色
の
服
。
黄
筋
（
二
本
）
の
帽
。
切
符
に
赤
鉛
筆
の
旨
の
を

ひ
く
。

ｏ
蘇
州
へ
行
っ
た
ら
目
を
つ
ぶ
っ
て
つ
か
ん
で
も
美
人
で
す
よ
。
（
村
田
氏
の
言
）

（
「
手
帳
」
六
）

・
河
童
園
ｌ
壯
璽
の
事
を
云
ふ
と
笑
ふ
．
す
べ
て
を
麺
に
せ
よ
・
（
「
手
鰻
」

五
）

ｏ
奉
行
冒
昌
目
に
て
切
支
丹
十
人
中
一
人
を
ゆ
る
す
。
そ
の
男
怒
り
奉
行
を
殺

す
弓
の
曰
凹
（
「
手
帳
」
四
）

「
手
帳
」
の
「
四
」
と
「
八
」
は
そ
れ
ぞ
れ
こ
の
時
の
芥
川
の
覚
え
書
き
で
あ
ろ

う
。
特
に
「
四
」
の
長
崎
に
お
け
る
記
述
は
細
に
い
っ
た
描
写
で
長
崎
探
索
の
現

実
の
反
映
な
く
し
て
は
到
底
残
し
得
ぬ
記
事
に
満
ち
て
い
る
。
「
四
」
を
大
正
八
年

の
も
の
と
断
定
す
れ
ば
、
「
八
」
は
言
う
ま
で
も
な
く
大
正
十
一
年
の
も
の
と
言
え

よ
う
。
「
註
、
」
に
明
ら
か
な
よ
う
に
「
手
帳
」
の
順
序
が
年
代
に
つ
い
て
配
列
が

逆
に
な
っ
て
い
る
こ
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
「
手
帳
」
の
「
六
」
「
七
」
は
す
べ
て

中
国
に
関
係
し
た
記
事
で
埋
め
ら
れ
て
お
り
、
大
正
十
年
の
芥
川
の
中
国
視
察
旅

行
の
折
の
も
の
で
あ
る
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
以
上
の
考
察
の
結
果
、
結
論
と
し

て
言
え
る
の
は
問
題
の
「
六
」
の
記
述
が
大
正
九
年
頃
芥
川
に
よ
っ
て
メ
モ
さ
れ

た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
繰
り
返
す
こ
と
に
な
る
が
「
六
」
の
記
述
は
、
「
河
童
」

の
内
部
構
造
の
基
本
的
骨
組
み
を
成
す
芥
川
の
発
想
で
あ
る
。
大
正
九
年
「
紀
行
」

が
執
筆
さ
れ
た
の
と
時
を
同
じ
く
し
て
「
六
」
が
メ
モ
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
は
、

「
紀
行
」
と
「
河
童
」
と
の
間
に
密
接
な
相
関
関
係
を
示
し
て
い
る
こ
と
を
暗
示

し
て
い
る
こ
と
に
な
ら
な
い
だ
ろ
う
か
。
す
な
わ
ち
芥
川
は
す
で
に
大
正
九
年
に

「
河
童
」
を
書
く
意
志
を
持
っ
て
い
た
と
い
う
推
測
で
あ
る
。
「
紀
行
」
は
「
河
童
」

創
作
の
た
め
に
作
者
に
よ
っ
て
「
記
」
を
根
拠
と
し
て
こ
の
時
期
再
構
成
さ
れ
た

も
の
で
あ
る
と
考
え
得
る
。
「
手
帳
」
の
「
八
」
に
は
河
童
に
つ
い
て
の
覚
え
書
き

が
二
箇
所
散
見
す
る
。

・
河
童
ｌ
明
治
二
十
三
年
、
洗
鬮
に
二
十
人
農
入
札
る
小
薑
途
い
す
、
囮
霞

。
河
童
’
二
十
七
年
已
卯
夏
四
月
己
亥
の
朔
壬
寅
四
日
近
江
國
一
雷
く
蒲
生

ア
マ
ア
ミ
オ

河
に
物
有
り
其
形
人
の
如
し
と
。
秋
七
月
攝
津
の
國
の
漁
父
害
を
堀
江
に
沈

ア
ミ

ワ
ク
ゴ

け
り
。
物
あ
り
て
害
に
入
る
。
其
の
形
兒
の
如
く
、
魚
に
も
非
ず
、
人
に
非

ず
、
名
づ
け
む
所
を
知
ら
ず
。
推
古
天
皇
記
。

河
童
ｌ
賑
治
二
十
三
隼
篶
に
二
十
人
程
入
れ
る
小
屋
を
か
け
、
（
地
蔵

裏
の
あ
き
地
）
赤
胡
羅
に
長
毛
を
つ
け
、
水
に
う
か
し
時
々
う
か
し
河
童
と

栂
す
。
豚
一
匹
外
に
見
せ
物
と
す
。
大
人
小
人
の
見
料
を
梯
ふ
。
（
燕
き
は
一
一
一

文
と
云
ふ
一
一
口
葉
あ
り
。
）
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こ
の
二
つ
の
事
項
は
時
期
的
に
も
内
容
的
に
も
別
稿
「
河
童
」
に
関
連
が
あ
る

で
あ
ろ
う
。
大
正
十
一
年
に
別
稿
「
河
童
」
が
書
か
れ
る
一
方
、
改
造
掲
載
「
河

童
」
の
構
想
は
大
正
九
年
の
「
紀
行
」
執
筆
時
に
ま
で
潮
る
可
能
性
も
あ
り
得
る
。

芥
川
は
「
河
童
」
執
筆
の
八
年
前
に
す
で
に
「
河
童
」
創
作
の
意
志
を
持
っ
て
い

た
。
そ
の
構
想
の
機
軸
を
成
す
の
は
「
逆
説
」
と
い
う
発
想
で
あ
る
。
「
紀
行
」
は

こ
の
「
河
童
」
創
作
の
舞
台
設
定
の
た
め
に
「
記
」
の
体
験
を
下
地
に
し
て
構
成

さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
仮
説
を
考
察
す
る
た
め
「
紀
行
」
と
「
河
童
」
の
細

部
を
比
較
し
て
考
え
て
み
よ
う
。
両
作
品
が
重
る
の
は
「
河
童
」
（
「
こ
）
と
「
紀

行
」
（
「
三
」
「
四
」
）
の
章
で
あ
る
。

Ｉ
「
朝
霧
の
下
り
た
梓
川
の
谷
を
案
内
者
も
つ
れ
ず
に
登
っ
て
行
き
ま
し
た
。

朝
霧
の
下
り
た
梓
川
の
谷
を
ｌ
し
か
し
そ
の
霧
は
い
つ
霞
で
た
っ
て
も
晴

れ
る
景
色
は
見
え
ま
せ
ん
。
」

は
ま
つ

Ⅱ
「
寒
い
霧
の
一
園
が
、
も
う
暗
く
な
っ
た
谷
の
下
か
ら
、
大
石
と
堰
ひ
松
と

の
上
を
這
っ
て
、
私
た
ち
の
方
へ
上
っ
て
來
た
。
さ
う
し
て
そ
れ
が
あ
た
り

に
ば
か
こ
８
の
ｆ
Ｕ

を
包
む
と
、
俄
に
小
雨
交
り
の
風
が
私
た
ち
の
顔
を
吹
き
始
め
た
。
」

Ｉ
「
放
牧
の
牛
が
一
匹
、
河
童
の
往
く
先
へ
立
ち
塞
が
り
ま
し
た
。
し
か
も
そ

つ
の

そ
う
し

れ
は
角
の
太
い
、
目
を
血
走
ら
せ
た
牡
牛
な
の
で
す
。
」

く
る
虫
鱈

Ⅱ
「
熊
笹
の
中
か
ら
、
大
き
な
黒
斑
ら
の
牛
が
一
匹
、
の
そ
の
そ
側
へ
や
っ
て

ぶ
な
も
み

Ｉ
「
霧
の
中
か
ら
太
い
毛
生
擢
や
樅
の
枝
が
青
あ
を
し
」
葉
を
垂
ら
し
た
の
ｊ
Ｕ
見

わ
け

え
な
か
っ
た
訣
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
か
ら
又
放
牧
の
馬
や
牛
ｊ
Ｕ
突
然
僕

の
前
へ
顔
を
出
し
ま
し
た
。
」

ぷ
な
も
み

し
ん
し
ん

ま
れ

Ⅱ
「
對
岸
に
は
大
き
な
山
毛
櫻
や
樅
が
、
う
す
暗
く
森
々
と
餐
夢
〈
て
ゐ
た
。
稀

ま
ば
ら

が
人
ぴ

に
熊
笹
が
疎
に
な
る
と
、
雁
皮
ら
し
い
花
が
赤
く
咲
い
た
、
潔
気
の
父
シ
い
草

あ
い
趨

の
間
に
、
放
牧
の
牛
馬
の
足
跡
が
見
え
た
。
」

口

吉
田
精
一
編
年
譜
は
大
正
八
年
五
月
「
こ
の
頃
か
ら
自
画
像
と
し
て
河
童
の
絵

を
描
き
出
し
た
」
と
芥
川
の
事
情
を
伝
え
て
い
る
が
、
芥
川
が
河
童
に
興
味
を
持
っ

た
の
は
彼
の
精
神
的
倦
怠
と
そ
れ
に
続
く
肉
体
の
衰
弱
の
時
期
に
童
っ
て
い
る
。

芥
川
は
「
雑
筆
」
（
「
人
間
」
大
正
九
年
、
九
月
、
十
一
月
、
十
二
月
）
の
な
か
で
、

「
河
童
の
考
證
は
柳
田
國
男
氏
の
山
島
民
諏
集
に
霊
し
て
ゐ
る
。
」
（
「
水
怪
」
）

Ｉ
は
「
河
童
」
（
「
｜
」
）
Ⅱ
は
「
紀
行
」
（
「
三
」
「
四
」
）
か
ら
引
用
し
比
較
検
討

し
て
み
た
わ
け
だ
が
、
霧
、
熊
笹
、
山
毛
櫻
、
樅
と
い
う
場
面
設
定
や
そ
こ
に
登

場
す
る
放
牧
の
牛
と
い
う
場
面
な
ど
、
明
ら
か
に
両
作
品
は
部
分
的
に
重
っ
て
い

る
。
二
つ
の
作
品
と
も
こ
う
し
た
場
面
設
定
に
よ
り
、
自
然
の
異
様
な
雰
囲
気
を

醸
し
出
す
こ
と
に
成
功
し
て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
以
上
の
考
察
の
結
果
言
え

る
こ
と
は
、
「
紀
行
」
の
執
筆
に
よ
り
芥
川
は
、
「
河
童
」
創
作
の
た
め
の
構
図
を

つ
か
み
得
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
未
解
決
の
問
題
と
し
て
な
お
も
残
り
得
る
の

は
、
さ
ら
に
「
河
童
園
ｌ
壯
璽
の
事
を
云
ふ
と
笑
ふ
．
す
べ
て
を
逆
に
せ
よ
。
」

〈
「
手
帳
」
五
）
と
書
い
た
大
正
九
年
の
時
点
で
な
ぜ
「
河
童
」
の
創
作
が
な
さ
れ

ず
に
昭
和
二
年
一
月
二
日
と
い
う
芥
川
に
と
っ
て
最
悪
の
状
態
の
時
に
百
枚
を
超

え
る
作
品
の
完
成
を
み
た
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
「
河
童
」
が
「
蟹
氣
櫻
」
と
同

時
期
に
執
筆
さ
れ
な
が
ら
、
そ
の
頃
の
芥
川
の
文
芸
理
論
の
影
響
を
比
較
的
受
け

る
こ
と
が
少
な
く
、
多
く
先
行
の
作
品
構
造
を
内
部
的
に
持
っ
て
い
る
こ
と
は
、

「
河
童
」
の
冒
頭
が
「
記
」
を
改
作
し
た
「
紀
行
」
を
下
地
に
し
て
い
る
こ
と
を

も
っ
て
十
分
納
得
し
得
る
で
あ
ろ
う
。
「
河
童
」
が
百
枚
を
超
え
る
分
量
で
昭
和
二

年
に
な
っ
て
か
ら
事
実
上
完
成
を
み
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
以
下
別
稿
「
河
童
」

と
の
関
り
の
な
か
で
考
え
て
い
き
た
い
。

來
た
。
」
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し
」
述
べ
て
お
り
、
こ
の
時
期
柳
田
国
男
の
「
山
島
民
諏
集
」
を
す
で
に
読
ん
で
い

た
こ
と
が
わ
か
る
が
、
芥
川
が
愛
し
た
河
童
像
は
か
な
り
特
殊
で
「
山
島
民
讃
集
」

の
内
部
か
ら
そ
の
ま
ま
知
識
を
得
て
い
る
と
考
え
る
の
は
か
な
り
無
理
が
あ
る
。

「
河
童
」
は
過
去
の
芥
川
の
文
芸
理
念
を
引
き
ず
る
形
で
驚
く
べ
き
ス
ピ
ー
ド

で
完
成
を
見
た
作
品
で
あ
り
、
彼
の
描
い
た
河
童
像
は
「
山
島
民
諏
集
」
の
内
部

（
扶
旧
）

に
求
め
得
ず
、
別
稿
「
河
童
」
と
ｊ
Ｕ
異
っ
て
い
る
。
そ
の
理
由
を
知
る
た
め
に
は

「
河
童
」
執
筆
前
後
の
芥
川
の
置
か
れ
た
精
神
的
状
況
を
知
る
こ
と
が
参
考
に
な

づ
つ
室
つ
◎

芥
川
龍
之
介
の
死
後
遺
稿
と
し
て
発
表
さ
れ
た
も
の
に
「
或
阿
呆
の
一
生
」
「
歯

車
」
が
あ
る
が
、
特
に
前
者
が
今
日
ま
で
問
題
視
さ
れ
て
き
た
の
は
、
芥
川
が
そ

れ
ま
で
関
り
を
持
っ
た
女
達
の
横
顔
が
作
品
に
写
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

①
「
十
八
月
」
「
二
十
三
彼
女
」
「
二
十
七
『
ヘ
パ
ル
タ
式
訓
練
」
「
三
十
雨
」

②
「
二
十
一
狂
人
の
娘
」
「
’
’
十
三
彼
女
」
「
三
十
八
復
讐
」

③
「
三
十
七
越
し
人
」

④
「
四
十
七
火
あ
そ
び
」

今
日
の
研
究
は
芥
川
が
死
の
直
前
ま
で
装
飾
を
施
し
た
女
達
の
存
在
を
次
の
よ
う

に
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
①
野
々
口
豊
子
②
秀
ひ
で
子
③
片
山
広
子
④
平
松
ま
す
子

「
或
阿
呆
の
一
生
」
は
「
歯
車
」
完
成
後
集
中
的
に
書
き
上
げ
ら
れ
平
松
麻
素

子
と
の
帝
国
ホ
テ
ル
で
の
心
中
計
画
が
あ
っ
た
四
月
十
六
日
に
は
ほ
ぼ
完
成
し
て

い
た
と
い
う
。
同
時
に
も
う
一
つ
の
遺
書
で
あ
る
「
闇
中
問
答
」
の
方
は
大
正
十

五
年
末
か
ら
昭
和
二
年
に
か
け
て
執
筆
さ
れ
た
。
「
或
阿
呆
の
一
生
」
は
古
い
メ
モ

や
過
去
の
挿
話
を
使
っ
て
芥
川
が
自
己
の
人
生
の
覚
え
書
き
を
も
と
に
素
描
を
試

み
た
も
の
で
あ
る
。
一
方
「
闇
中
問
答
」
は
「
味
儒
の
言
葉
」
の
遺
稿
部
分
と
か

な
り
の
程
度
に
お
い
て
重
っ
て
い
て
、
お
そ
ら
く
「
休
儒
の
言
葉
」
の
執
筆
時
期

は
、
大
正
十
五
年
末
、
「
闇
中
問
答
」
も
同
内
容
と
い
う
こ
と
か
ら
同
時
期
の
成
立

で
あ
る
こ
と
が
伺
え
る
。

「
闇
中
問
答
」
の
「
或
馨
」
と
「
僕
」
と
の
間
の
問
答
は
、
言
う
ま
で
も
な
く

芥
川
自
身
内
部
の
相
反
す
る
内
面
生
活
の
葛
藤
、
対
立
を
作
品
化
し
た
も
の
で
あ

る
が
、
こ
の
作
品
で
芥
川
は
自
分
が
か
っ
て
の
有
島
武
郎
と
同
じ
社
会
的
窮
地
に

あ
る
こ
と
を
図
ら
ず
も
告
白
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
（
有
島
武
郎
は
死
の
直
前
姦
通

罪
に
問
わ
れ
る
こ
と
を
恐
れ
て
い
た
）
こ
の
件
で
吉
田
精
一
と
葛
巻
義
敏
が
対
談

し
て
い
る
が
Ｉ
・

吉
田
（
前
文
省
略
）
「
月
光
の
女
」
か
と
思
ひ
ま
す
け
れ
ど
も
、
そ
こ
へ
行
っ

て
そ
の
ご
主
人
に
あ
た
る
方
に
会
っ
て
、
ス
ッ
カ
リ
そ
の
関
係
を
清
算
し

て
来
た
と
い
ふ
の
で
す
が
…
…

葛
巻
そ
れ
は
「
月
光
の
女
」
で
は
な
く
、
「
狂
人
の
娘
」
と
い
ふ
形
で
出
て
く

る
女
性
で
す
。

対
談
か
ら
類
推
す
る
と
芥
川
は
相
手
の
女
性
の
夫
に
す
べ
て
を
告
白
し
、
葛
巻

義
敏
は
そ
の
女
性
を
「
狂
人
の
娘
」
と
し
て
い
る
が
、
「
闇
中
問
答
」
の
記
述
を
信

「
或
盤
で
は
な
ぜ
お
前
は
死
な
な
い
の
だ
？
お
前
は
誰
の
目
か
ら
見
て
も
、

法
律
上
の
罪
人
で
は
な
い
か
？
」

「
或
聾
も
う
強
が
る
の
は
や
め
に
し
て
し
ま
へ
。
お
前
は
内
心
は
弱
っ
て
ゐ

る
。
し
か
し
當
然
お
前
の
受
け
る
社
會
的
非
難
を
は
ね
返
す
爲
に
そ
ん
な
こ
と

を
言
っ
て
ゐ
る
だ
け
だ
ら
う
。
」

あ
ら
は

「
或
聾
‐
し
か
し
お
前
は
正
直
だ
。
お
前
は
何
ご
と
も
露
れ
な
い
う
ち
に
お
前

を
つ
と
い
っ
さ
い

の
愛
し
て
ゐ
る
女
の
夫
へ
一
切
の
事
情
全
て
打
ち
明
け
て
し
ま
っ
た
。
」

「
闇
中
問
答
」
に
は
次
の
よ
う
な
発
言
が
散
在
す
る
。
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ず
る
な
ら
ば
、
こ
の
相
手
の
女
性
は
「
月
光
の
女
」
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
つ

ま
り
「
闇
中
問
答
」
と
「
作
儒
の
言
葉
」
の
遺
稿
部
分
が
同
時
期
に
書
か
れ
た
と

推
察
す
る
な
ら
ば
（
両
作
品
は
類
似
の
箇
所
が
頻
発
す
る
）
、
芥
川
は
大
正
十
五
年

末
「
月
光
の
女
」
の
夫
に
す
べ
て
を
告
白
し
、
こ
の
問
題
は
死
の
直
前
に
す
べ
て

片
付
い
た
こ
と
に
な
る
。
「
野
々
ロ
豊
子
（
鎌
倉
「
小
町
園
」
の
女
主
人
）
に
は
ヤ

ク
ザ
っ
ぽ
い
亭
主
が
つ
い
て
い
た
」
と
い
う
伝
記
研
究
は
、
芥
川
の
告
白
の
相
手

が
「
狂
人
の
娘
」
で
は
な
く
「
月
光
の
女
」
で
あ
る
こ
と
を
裏
付
け
て
い
る
よ
う

に
思
う
。

以
上
の
よ
う
な
事
項
を
視
野
に
入
れ
な
が
ら
「
河
童
」
創
作
に
い
た
る
ま
で
の

芥
川
の
足
跡
を
求
め
て
み
る
と
。
大
正
十
五
年
を
芥
川
は
ほ
と
ん
ど
妻
の
実
家
の

あ
る
鵠
沼
・
東
屋
旅
館
近
く
の
貸
家
「
イ
の
四
号
」
に
滞
在
し
、
翌
一
月
二
日
田

端
に
帰
る
ま
で
を
そ
こ
で
過
し
た
。
鵠
沼
滞
在
中
の
年
末
の
芥
川
は
「
玄
鶴
山
房
」

の
執
筆
に
専
念
す
る
も
完
成
を
み
な
か
っ
た
。
「
僕
ハ
陰
鯵
極
マ
ル
カ
作
ヲ
書
イ
テ

ヰ
と
（
室
生
犀
星
宛
」
大
正
十
五
・
十
二
・
五
）

十
五
・
四
日
頃
東
京
に
も
ど
り
一
週
間
程
滞
在
し
て
以
下
の
三
通
の
書
簡
を
田

端
か
ら
発
信
し
て
い
る
。
「
高
野
敬
録
宛
（
十
二
・
十
六
）
「
佐
佐
木
茂
索
宛
」
（
十

二
・
十
九
）
「
斎
藤
茂
吉
宛
」
（
十
一
一
・
十
九
）
、
そ
し
て
年
も
お
し
せ
ま
っ
て
か
ら

「
滝
井
孝
作
宛
」
（
十
二
・
一
一
十
五
）
書
簡
を
再
び
鵠
沼
か
ら
発
信
し
て
い
る
こ
と

か
ら
芥
川
の
一
週
間
の
田
端
滞
在
を
裏
付
け
る
こ
と
が
で
き
る
わ
け
だ
が
、
森
啓

祐
は
「
芥
川
が
「
狂
人
の
娘
」
の
夫
に
一
切
を
打
ち
明
け
た
時
期
と
い
え
ば
、
こ

の
帰
京
中
の
こ
と
を
お
い
て
考
え
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。
」
と
結
論
ず
け
て
い
る
。

し
か
し
先
に
述
べ
た
よ
う
に
こ
の
「
狂
人
の
娘
」
は
「
月
光
の
女
」
の
誤
り
で
は

な
い
か
と
私
は
推
理
し
て
い
る
。

十
二
月
一
一
一
十
一
日
か
ら
一
月
二
日
に
か
け
て
芥
川
は
鵠
沼
か
ら
田
端
へ
の
帰
途

鎌
倉
小
町
園
に
立
ち
寄
り
一
一
日
程
滞
在
し
た
が
、
こ
れ
が
芥
川
の
「
小
さ
な
家
出
」

と
言
わ
れ
て
い
る
事
件
で
あ
り
、
芥
川
は
こ
の
時
自
分
の
生
活
の
現
状
を
告
白
し

と
い
う
ふ
う
に
「
追
想
芥
川
龍
之
介
」
（
芥
川
文
述
）
に
あ
る
の
が
そ
の
間
の
事
情

で
あ
る
。
正
月
二
日
田
端
に
帰
っ
た
芥
川
は
、
先
に
述
べ
た
よ
う
に
「
闇
中
問
答
」

に
あ
る
よ
う
に
自
己
の
立
場
を
再
認
識
し
新
た
な
決
意
を
も
っ
て
人
生
を
や
り
な

お
そ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
以
後
芥
川
の
創
作
の
数
は
増
大
し
、
谷
崎
の
「
饒
舌
録
」
に
対
し
て
果
敢

に
自
説
を
展
開
し
、
そ
れ
に
見
合
う
だ
け
の
自
説
を
補
強
す
る
に
足
る
実
作
を
「
蟹

氣
櫻
」
に
お
い
て
示
し
た
。
同
時
期
執
筆
の
「
河
童
」
が
そ
の
内
容
に
お
い
て
多

く
過
去
の
芥
川
作
品
の
影
を
背
負
っ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
そ
の
作
品
構
造

の
細
部
に
い
た
る
ま
で
芥
川
が
「
手
帳
」
や
過
去
の
作
品
「
記
」
や
「
紀
行
」
を

そ
の
ま
ま
下
地
に
使
っ
た
結
果
と
理
解
し
た
い
。
「
河
童
」
が
百
枚
を
超
え
る
大
作

で
あ
っ
た
こ
と
や
作
品
執
筆
時
の
芥
川
の
置
か
れ
た
状
況
が
切
迫
し
て
い
た
こ
と

な
ど
が
、
「
河
童
」
が
構
造
的
に
多
く
過
去
の
芥
川
作
品
の
影
を
ひ
き
ず
り
、
従
来

の
芥
川
の
文
芸
理
念
に
拠
っ
て
成
っ
た
理
由
で
あ
ろ
う
。
同
時
期
執
筆
の
「
蜜
氣

棲
」
が
「
筋
の
な
い
小
説
」
理
論
の
実
作
と
し
て
成
功
し
た
こ
と
の
考
察
は
「
河

童
」
と
は
別
の
問
題
と
し
て
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。

註

（
註
１
）
長
崎
丸
山
の
待
合
「
た
つ
み
」
の
芸
技
で
芥
川
は
同
じ
「
長
崎
日
録
」

行
動
を
共
に
し
て
く
れ
る
よ
う
哀
願
し
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。

大
晦
日
に
帰
る
と
い
う
主
人
が
、
正
月
に
な
っ
て
も
帰
り
ま
せ
ん
。
心
配
し
て

い
ま
す
と
、
正
月
の
二
日
に
な
っ
て
、
家
へ
帰
っ
て
ま
い
り
ま
し
た
。
体
の
具

合
が
悪
く
な
っ
て
、
三
十
一
日
に
鎌
倉
の
小
町
園
へ
行
っ
て
静
養
し
て
い
た
そ

う
で
す
。
小
町
園
の
女
主
人
は
、
と
き
ど
き
私
も
相
談
に
行
っ
た
り
す
る
賢
い

女
主
人
で
し
た
。

「
あ
の
時
の
先
生
は
お
帰
し
出
来
る
よ
う
な
顔
色
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
」

と
言
っ
て
お
り
ま
し
た
。
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琉球大学教育学部紀要第29集
で
「
照
菊
、
結
城
縮
み
に
八
友
の
帯
を
締
む
。
東
京
の
藝
者
と
異
な
る
事
多
し
。
」

（
五
月
十
八
日
）
と
記
し
た
。
本
名
を
杉
本
わ
か
と
い
い
、
後
年
料
亭
「
菊
本
」

を
経
営
し
て
長
崎
を
訪
れ
る
文
人
に
在
り
し
日
の
芥
川
の
面
影
を
伝
え
た
。
現
在

は
「
鶴
の
家
」
の
女
主
人
と
な
っ
て
い
る
と
い
う
。

（
註
２
）
「
忘
れ
草
が
咲
い
た
の
だ
か
ら
、
い
よ
い
よ
お
別
れ
で
す
ね
」
（
「
蕩
々
貼
こ

の
意
で
、
こ
の
句
を
照
菊
に
与
え
て
八
日
後
芥
川
は
長
崎
を
離
れ
、
再
び
こ
の
地

を
訪
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

（
何
か
？
）

（
註
３
）
「
花
を
持
ち
荷
蘭
陀
こ
ち
を
向
き
に
け
り
」
や
「
野
茨
に
か
ら
ま
る
萩
の

さ
か
（
盛
）
り
か
な
」
な
ど
が
色
紙
や
短
冊
に
残
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
句

は
現
在
は
「
蕩
々
貼
」
に
収
録
さ
れ
て
お
り
、
後
者
は
「
澄
江
堂
句
抄
」
に
も
入
っ

て
い
る
。

（
註
４
）
こ
の
「
水
虎
晩
帰
之
図
」
に
は
「
お
君
さ
ん
の
爲
に
」
と
題
し
て
「
我

さ
ゆ
う
り

鬼
酔
筆
」
の
署
名
で
「
橋
の
上
ゆ
胡
瓜
な
（
役
）
ぐ
れ
ば
水
ひ
び
き
す
な
わ
ち
見

ゆ
る
禿
（
か
ぶ
る
）
の
あ
た
ま
」
の
短
歌
が
添
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
短
歌
は
「
小

穴
隆
一
宛
」
（
大
正
十
。
十
一
一
・
一
一
）
や
「
小
手
川
金
次
郎
宛
（
大
正
十
四
・
十
二
・

二
十
九
）
に
も
見
ら
れ
る
こ
と
か
ら
二
度
目
の
長
崎
洋
行
以
前
に
作
ら
れ
、
以
後

も
芥
川
に
よ
っ
て
愛
唱
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
芥
川
が
長
崎
の
茶
屋
「
鶴

の
家
」
の
銀
屏
風
に
書
き
残
し
た
「
河
童
屏
風
」
は
、
現
在
は
長
崎
市
内
に
保
存

さ
れ
て
お
り
定
期
的
に
展
示
さ
れ
て
い
る
そ
う
で
あ
る
。

（
註
５
）
渡
辺
庫
輔
は
長
崎
在
住
の
斎
藤
茂
吉
の
歌
と
俳
句
の
内
弟
子
で
あ
り
、

芥
川
よ
り
九
歳
年
下
で
大
正
八
年
五
月
、
芥
川
が
菊
池
寛
と
初
め
て
長
崎
旅
行
を

し
た
折
接
触
を
持
っ
た
。
大
正
十
一
年
九
月
上
京
、
田
端
の
芥
川
の
近
く
に
住
み

文
学
修
業
存
ず
る
も
、
十
四
年
帰
郷
し
郷
土
史
家
と
し
て
終
っ
た
。
（
志
村
有
弘
「
芥

川
龍
之
介
周
辺
の
作
家
」
笠
間
書
院
）
渡
辺
庫
輔
は
生
前
芥
川
の
思
い
出
を
語
ら

な
か
っ
た
よ
う
だ
が
、
渡
辺
の
何
度
目
か
の
結
婚
に
際
し
て
芥
川
が
仲
に
入
り
、

芸
技
お
は
ま
の
身
請
け
に
つ
い
て
の
相
談
を
受
け
芥
川
と
し
て
は
異
例
の
長
文
の

書
簡
を
残
し
て
い
る
。
（
「
渡
辺
庫
輔
宛
」
大
正
十
一
・
六
・
二
十
四
）
芥
川
没
後

会
葬
者
に
配
ら
れ
た
「
澄
江
堂
句
集
、
印
譜
附
」
に
収
録
さ
れ
て
い
る
七
十
七
の

句
は
、
大
正
十
五
年
夏
芥
川
が
渡
辺
庫
輔
を
長
崎
か
ら
鵠
沼
に
呼
び
寄
せ
て
清
書

さ
せ
た
も
の
で
あ
る
。
な
お
芥
川
書
簡
集
に
散
在
す
る
「
与
茂
平
」
「
双
車
楼
」
「
破

魔
」
等
は
渡
辺
庫
輔
の
雅
号
で
あ
る
。

（
註
６
）
蒲
原
春
夫
は
、
渡
辺
庫
輔
と
長
崎
中
学
の
同
窓
、
渡
辺
庫
輔
と
共
に
上

京
す
る
も
芥
川
の
死
に
際
し
て
帰
郷
、
後
年
長
崎
で
の
「
河
童
忌
」
（
七
月
二
十
四

日
）
を
主
催
す
る
。
一
時
長
崎
在
住
の
杉
本
わ
か
と
芥
川
と
の
間
が
地
元
新
聞
の

記
事
に
な
っ
た
り
し
た
が
、
吹
聴
し
た
の
は
終
始
芥
川
と
行
動
を
共
に
し
た
蒲
原

春
夫
で
あ
る
。

（
註
７
）
「
僕
等
の
傍
ら
に
混
血
兒
の
女
あ
り
。
與
茂
平
、
そ
の
顔
を
窺
ひ
て
や
ま

ず
。
」
（
「
長
崎
日
録
」
五
月
二
十
日
）
の
記
述
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
長
崎
滞
在
中
の

芥
川
は
永
見
徳
太
郎
・
渡
辺
庫
輔
・
蒲
原
春
夫
等
の
彼
を
崇
拝
す
る
若
者
達
に
囲

ま
れ
て
、
気
ま
ま
な
愉
快
な
日
々
を
送
っ
た
。

（
註
８
）
「
過
日
は
御
心
づ
く
し
の
御
手
紙
誠
に
う
れ
し
く
拝
し
ま
し
た
。
い
つ
も

な
が
ら
の
御
心
づ
か
ゐ
う
れ
し
く
存
じ
ま
す
。
そ
の
後
毎
々
蔭
な
が
ら
御
案
じ
い

た
し
て
お
り
ま
す
。
先
日
は
突
然
の
御
相
談
に
誠
に
鱗
き
そ
の
爲
自
分
勝
手
な
事

の
み
申
上
げ
誠
に
ノ
、
申
訳
な
く
何
卒
お
ゆ
る
し
の
程
願
い
ま
す
。
ま
た
此
度
御

奥
様
か
ら
お
や
さ
し
き
御
手
紙
い
た
だ
き
誠
に
う
れ
し
く
な
ん
と
も
御
礼
の
言
葉

も
御
座
い
ま
せ
ん
。
（
「
野
々
口
豊
子
よ
り
芥
川
宛
」
一
月
十
三
日
）
一
般
的
に
は

「
或
阿
呆
の
一
生
」
の
「
十
八
」
「
二
十
一
一
一
」
「
二
十
七
」
「
三
十
」
の
各
章
に
登
場

す
る
「
月
光
の
女
性
」
は
こ
の
野
々
口
豊
子
で
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。
芥
川
は

海
軍
機
関
学
校
教
官
時
代
か
ら
彼
女
の
経
営
す
る
鎌
倉
「
小
町
園
」
に
出
入
し
て

い
た
。
こ
の
時
芥
川
が
鵠
沼
か
ら
田
端
へ
の
帰
途
立
ち
寄
っ
た
事
実
は
「
追
想
芥

川
龍
之
介
」
に
お
い
て
夫
人
に
よ
っ
て
回
想
さ
れ
て
い
る
。

（
註
９
）
後
年
谷
崎
潤
一
郎
は
芥
川
の
創
作
方
法
に
つ
い
て
回
想
し
次
の
よ
う
に
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小澤：芥川龍之介「河童」成立考

「
山
島
民
諏
集
」
は
日
本
全
国
の
奇
談
収
集
の
調
査
報
告
で
あ
る
が
、
私
見
に

よ
れ
ば
芥
川
の
抱
い
た
河
童
像
は
「
山
島
民
讃
集
」
の
内
部
が
ら
直
接
発
想
さ
れ

あ
る
。

（
註
迎
「
山
島
民
諏
集
」
は
現
在
「
東
洋
文
庫
Ⅳ
」
（
平
凡
社
）
や
「
定
本
柳
田

国
男
集
、
第
Ⅳ
巻
」
（
筑
摩
書
房
）
で
容
易
に
手
に
入
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
が
、

最
初
は
「
甲
寅
鍍
脅
」
の
一
冊
と
し
て
大
正
三
年
七
月
刊
の
五
百
部
限
定
出
版
で

は
お
そ
ら
く
堀
辰
雄
の
執
筆
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

（
註
ｕ
）
手
帳
臓
第
一
回
の
芥
川
龍
之
介
全
集
（
昭
和
二
’
四
年
発
行
）
に
拠
っ

て
い
る
。
な
お
こ
の
全
集
の
月
報
第
八
号
の
「
編
集
者
ノ
オ
ト
」
に
次
の
よ
う
に

あ
る
。
「
○
手
帳
○
約
十
冊
の
手
帳
を
整
理
し
た
も
の
で
あ
る
。
手
帳
の
表
紙
の
裏

に
あ
る
暦
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
年
代
は
解
っ
た
け
れ
ど
も
、
そ
れ
は
明
記
し

な
い
で
置
い
た
。
そ
し
て
唯
、
そ
れ
ら
を
年
代
順
に
並
べ
て
置
く
に
止
め
た
。
そ

れ
は
例
へ
ぱ
大
正
五
六
年
度
の
手
帳
に
も
、
ず
っ
と
後
年
に
な
っ
て
書
か
れ
た
事

の
確
か
で
あ
る
部
分
が
少
く
な
い
た
め
で
あ
る
。
（
以
下
省
略
）
」
こ
の
但
し
書
き

述
べ
て
い
る
。
「
芥
川
氏
は
前
者
（
「
小
説
を
書
く
の
に
、
話
の
筋
を
最
後
ま
で
考

え
て
詳
細
な
組
み
立
て
が
出
来
上
っ
た
上
で
筆
を
執
る
人
」
の
意
）
の
方
で
あ
っ

た
ら
し
く
、
第
一
章
は
何
虚
か
ら
何
虚
ま
で
、
第
二
章
は
何
虚
か
ら
何
虚
ま
で
と
、

執
筆
前
に
キ
ッ
チ
リ
決
め
て
ゐ
た
と
み
え
、
何
魔
の
チ
ャ
プ
タ
ー
か
ら
で
も
書
き

出
す
こ
と
が
出
來
ま
す
と
云
っ
て
ゐ
た
の
を
聞
き
、
私
は
驚
い
た
こ
と
が
あ
っ
た
」

（
「
雪
後
庵
夜
話
」
）
。

（
註
皿
）
「
芥
川
龍
之
介
全
集
、
全
九
巻
」
（
「
筑
摩
書
房
」
）
収
録
の
「
槍
ヶ
嶽
紀

行
」
（
第
六
巻
）
の
欄
外
補
注
に
「
大
正
九
年
六
月
槍
ヶ
嶽
に
旅
行
し
た
際
の
記
事
・

七
月
雑
誌
「
改
造
」
に
発
表
」
と
あ
り
、
年
譜
に
も
大
正
九
年
の
頃
に
「
六
月
槍
ヶ

轍
に
旅
行
」
と
あ
る
が
、
「
槍
ヶ
獄
紀
行
」
の
内
容
分
析
の
結
果
こ
の
作
品
が
、
先

行
の
作
品
「
槍
ヶ
獄
に
登
っ
た
記
」
の
再
構
成
で
あ
る
こ
と
を
証
明
し
得
た
と
思

シ
フ
。

て
い
る
と
は
考
え
に
く
い
。
柳
田
国
男
も
後
年
「
妖
怪
談
義
」
（
講
談
社
学
術
文
庫
）

で
泉
鏡
花
や
芥
川
龍
之
介
の
河
童
像
が
柳
田
の
民
俗
学
研
究
に
拠
る
こ
と
を
示
唆

し
な
が
ら
独
自
に
変
形
し
て
い
る
と
意
見
を
述
べ
て
い
る
。

（
董
有
山
犬
五
「
別
稿
「
河
童
」
と
鑿
「
新
小
説
」
の
鬮
辺
ｌ
芥
川
龍

之
介
新
資
料
・
盛
岡
勇
夫
宛
書
簡
二
通
１
１
（
「
文
学
」
昭
和
五
十
六
・
三
）
に
は

「
こ
の
「
新
小
説
」
掲
載
の
「
河
童
」
が
い
つ
執
筆
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
か
に

つ
い
て
は
、
不
明
で
あ
る
。
」
と
あ
る
。

4５


