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一
、
執
，
筆
．
前

　
芥
川
龍
之
助
が
最
後
の
力
作
「
玄
鶴
山
房
」
を
執
筆
し
た
の
は
、

彼
が
三
十
五
歳
の
大
正
十
五
年
（
昭
和
元
年
）
十
二
月
頃
か
ら
で

あ
っ
た
。
そ
し
て
、
そ
の
翌
年
の
昭
和
二
年
、
中
央
公
論
一
、
二

月
号
に
初
め
て
彼
は
、
難
産
の
末
「
玄
鶴
山
房
」
を
発
表
し
た
。

　
芥
川
が
自
殺
し
た
の
は
同
年
七
月
二
十
四
日
で
あ
る
か
ら
、
晩

年
の
作
品
で
あ
る

　
こ
の
頃
、
芥
川
は
極
度
の
神
経
衰
弱
に
落
ち
込
み
身
心
共
に
疲
｝

労
し
て
お
り
「
僕
の
頭
は
ど
う
も
変
だ
。
朝
起
き
て
か
ら
十
分
か
㌻

十
五
分
は
当
り
前
で
み
る
が
、
そ
れ
か
ら
ち
ょ
っ
と
し
た
事
（
た

と
え
ば
女
中
が
気
が
き
か
な
か
っ
た
り
す
る
事
）
を
見
る
と
忽
ち

の
め
り
こ
む
よ
う
に
七
転
に
な
っ
て
し
ま
う
。
新
年
号
を
い
く
つ

書
く
こ
と
な
ど
を
考
え
る
と
、
ど
う
に
も
こ
う
に
も
や
り
き
れ
な

い
気
が
す
る
。
」
　
（
十
月
二
十
九
日
、
佐
々
木
最
短
宛
）
と
か
、

「
僕
も
新
年
号
で
手
こ
ず
っ
て
い
る
（
中
略
）
こ
の
頃
の
寒
気
に

痔
が
再
発
。
催
眠
薬
の
量
は
増
す
ば
か
り
。
」
　
（
十
一
月
十
日
、

　
佐
々
木
茂
索
宛
）
「
唯
今
新
年
号
の
仕
事
中
、
相
か
は
ら
ず
頭
が

　
変
に
て
弱
り
居
り
候
間
。
ア
ヘ
ン
エ
キ
ス
を
於
送
り
下
さ
る
ま
じ

　
く
候
や
」
　
（
十
一
月
二
十
一
日
過
斎
藤
茂
吉
宛
）
　
「
鴉
片
エ
キ
ス

　
ホ
ミ
カ
、
下
剤
、
ダ
ェ
ロ
ナ
ア
ル
ー
薬
を
食
っ
て
生
き
て
い
る
や

　
う
だ
。
」
　
（
十
二
月
二
日
、
佐
々
木
茂
索
宛
）
な
ど
と
、
薬
を
乱

　
用
し
、
原
稿
も
は
か
ど
ら
な
い
こ
と
ば
か
り
を
手
紙
に
書
い
て
い

　
る
。
こ
の
よ
う
な
状
態
の
う
ち
に
、
芥
川
は
、
最
後
の
力
作
と
自

　
注
す
る
よ
う
に
名
作
「
玄
鶴
山
房
」
の
筆
を
取
る
の
で
あ
る
。

へ
∴
争
乱
蜷
執
筆
中

　
　
芥
川
は
、
汁
昭
和
二
年
の
新
年
号
に
「
悠
々
荘
」
　
（
サ
ン
デ
レ
毎

　
日
）
　
「
彼
」
　
（
女
性
）
　
「
彼
第
一
こ
　
（
新
潮
）
　
「
玄
鶴
山
房
」
　
A

　
（
中
央
公
論
、
二
月
号
ま
で
）
を
書
い
た
訳
で
あ
る
が
、
い
ず
れ

　
の
作
品
も
決
し
て
体
調
が
十
分
の
状
態
で
書
い
た
も
の
で
な
く
、

　
む
し
ろ
最
悪
の
状
態
で
、
特
に
「
玄
鶴
山
房
」
に
澄
い
て
は
自
ら

　
「
暗
タ
ン
た
る
小
説
」
」
と
か
「
陰
欝
な
も
の
」
と
指
摘
す
る
通

　
り
、
も
っ
と
も
彼
の
小
説
中
楽
し
い
と
か
愉
快
な
小
説
は
二
、
三
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の
例
外
を
除
き
な
い
訳
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
こ
の
頃
の
小
説
（
も

し
く
は
小
説
ら
し
き
も
の
）
は
極
度
に
暗
く
、
は
っ
き
り
と
死
の

臭
を
か
も
し
出
し
て
い
る
も
の
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
。
　
「
僕
は
暗

タ
ン
た
る
小
説
（
ど
う
も
「
玄
鶴
山
房
」
の
こ
と
ら
し
い
）
を
書

い
て
い
る
。
中
々
出
来
な
い
。
十
二
、
三
枚
書
い
て
へ
ば
っ
て
し

ま
っ
た
◎
冬
眠
、
冬
眠
、
そ
の
外
の
こ
と
は
殆
ど
考
え
な
い
。
」

（
十
二
月
三
日
、
佐
々
木
茂
索
宛
）
の
端
書
を
み
る
と
、
芥
川
は
、

ど
う
も
十
二
月
初
め
、
も
し
く
は
十
一
月
末
か
ら
「
玄
鶴
山
房
」

を
書
き
始
め
た
ら
し
い
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、
体
調
、
そ
の
他

の
こ
と
に
相
応
し
て
芥
川
は
自
ら
「
玄
鶴
山
房
」
の
出
来
を
予
告

さ
え
す
る
。
小
彪
沿
二
日
こ
の
頃
神
経
衰
弱
が
伝
染
し
て
仕
事
が
出

来
な
い
。
僕
日
露
は
仕
事
を
し
て
い
る
。
小
・
子
君
日
、
そ
ん
な
死

に
も
の
狂
ひ
ミ
タ
イ
な
も
の
と
一
し
ょ
に
な
る
も
の
か
。
但
し
僕

の
は
急
な
も
の
は
出
来
そ
う
も
あ
り
ま
せ
ん
。
少
な
く
と
も
陰
欝

な
も
の
し
か
書
け
ぬ
こ
と
は
事
実
で
あ
り
ま
す
。
」
　
（
十
二
月
四

日
、
斎
藤
茂
吉
宛
）

　
こ
の
書
簡
中
「
死
に
も
の
狂
ひ
ミ
タ
イ
な
も
の
」
と
は
当
然
の

よ
う
に
芥
川
璽
こ
と
を
指
す
訳
で
あ
る
が
、
こ
の
「
死
に
も
の
狂

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

ひ
」
を
芥
川
と
取
る
か
、
そ
れ
と
も
芥
川
の
仕
事
と
取
る
か
は
、

は
っ
き
り
と
判
断
は
つ
か
な
い
が
、
　
「
僕
ハ
陰
寒
極
マ
ル
力
作
ヲ

書
イ
テ
ヰ
ル
。
出
来
上
ル
カ
ド
ウ
カ
ワ
カ
ラ
ン
。
」
と
十
二
月
五

日
に
室
生
犀
星
に
手
紙
を
送
っ
て
於
り
、
自
ら
「
力
作
」
と
称
し

て
い
る
点
を
み
る
と
㍗
ど
う
も
前
の
．
「
死
に
．
も
の
．
狂
ひ
」
・
と
い
う
．
一

の
は
芥
川
の
仕
事
の
状
態
で
あ
っ
て
、
芥
川
も
相
当
に
、
こ
の
「

「
玄
鶴
山
房
」
に
は
心
血
を
注
ぎ
込
ん
だ
よ
う
で
あ
る
が
、
や
は

り
晩
年
の
芥
川
は
、
肉
体
的
、
精
神
的
に
も
自
信
は
な
か
っ
た
ら

し
く
「
出
来
上
ル
カ
ド
ウ
カ
ワ
カ
ラ
ン
。
」
と
弱
音
を
吐
い
て
い

る
。
そ
し
て
「
玄
鶴
山
房
」
を
執
筆
し
始
ゆ
て
か
ら
一
週
間
か
ら

十
日
後
の
十
二
月
九
日
に
も
出
来
上
っ
て
い
な
く
、
　
「
玄
鶴
山
房
」

の
こ
と
と
思
わ
れ
る
作
品
の
こ
と
を
「
こ
ち
ら
は
唯
新
年
号
に
追

縮
れ
て
い
る
だ
け
。
家
へ
は
新
年
は
勿
論
、
新
年
号
の
一
部
を
書

く
為
に
も
か
へ
る
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
　
（
中
略
）
今
度
は
力
作
を

一
つ
書
く
つ
も
り
で
す
。
」
　
（
十
二
月
九
日
、
下
島
勲
宛
）
と
記

し
て
い
る
。
ま
た
「
中
央
公
論
は
と
う
と
う
出
来
上
ら
な
か
っ
た
」

（
十
二
月
十
九
日
、
端
書
、
佐
々
木
茂
垂
垂
）
と
、
な
か
な
か
筆

が
進
ん
で
い
な
い
こ
と
を
も
ら
し
て
い
る
。
新
年
に
入
っ
て
も
「

「
唯
今
新
年
号
の
小
説
の
続
き
を
書
き
を
り
候
へ
ど
も
心
落
ち

着
か
ず
難
渋
こ
の
事
に
存
じ
て
ゐ
ま
す
。
」
　
（
一
月
十
六
日
、
斎

藤
茂
吉
宛
）
し
か
し
、
そ
の
三
日
後
、
芥
川
は
中
央
公
論
社
の
高

野
心
々
に
「
こ
れ
で
お
し
ま
ひ
で
す
。
　
「
五
」
は
出
来
損
ひ
か
本

し
れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
も
う
時
間
が
あ
り
ま
せ
ん
か
ら
、
あ
き
ら
め

め
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。
又
実
感
の
乏
し
い
為
、
手
を
入
れ
て
も

だ
め
か
と
思
ひ
ま
す
。
十
九
日
午
前
五
時
罷
当
山
介
」
と
書
簡
を

送
っ
た
こ
と
を
み
て
も
一
応
十
九
日
に
は
完
了
し
て
い
る
。
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け
れ
ど
も
、
芥
川
は
、
時
間
に
追
わ
れ
。
謙
遜
を
含
め
て
も
「
玄

鶴
山
房
」
の
こ
と
を
な
っ
と
く
の
い
か
な
い
作
品
で
あ
る
と
自
注

し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
　
「
『
玄
鶴
山
房
』
は
力
作
な
れ
ど
も
自
ら

脚
力
尽
く
る
所
痛
髄
虫
を
見
る
感
あ
り
。
河
童
は
近
年
に
な
い
速
力

で
書
い
た
。
蟹
気
楼
は
一
番
自
信
を
持
っ
て
る
る
」
　
（
二
月
二
十

七
日
、
．
端
書
触
滝
井
考
作
歌
）
を
見
て
も
、
芥
川
の
本
音
で
あ
ろ

う
。
そ
し
て
、
芥
川
が
自
ら
「
『
五
』
は
出
来
損
ひ
か
も
し
れ
ま

せ
ん
。
し
か
し
、
も
う
時
間
が
あ
り
ま
せ
ん
か
ら
あ
き
ら
め
る
こ

と
に
し
ま
し
た
。
」
と
書
い
て
い
る
「
玄
鶴
山
房
」
の
「
五
」
で

は
な
ぐ
、
　
「
六
」
の
方
が
、
つ
ま
り
、
最
後
の
章
の

　
6
。
陣
b
づ
瞳
溝
笹
．
o
げ
廿
　
の
瀞
追
憶
録
こ
の
方
が
、
後
に
論
議

の
焦
点
に
な
ろ
う
と
は
、
芥
川
自
身
予
感
す
ら
し
な
か
っ
た
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
　
三
馬
　
位
置

　
こ
の
作
品
の
位
置
と
し
て
は
、
い
ろ
い
ろ
な
見
解
も
あ
ろ
う
が

「
あ
き
ら
か
に
、
す
で
に
死
を
意
識
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
作
品

が
登
場
す
る
の
は
、
大
正
＋
四
年
百
の
『
大
奪
信
輔
の
半
直

以
後
で
あ
る
。
こ
の
作
品
と
翌
年
の
『
点
鬼
簿
』
と
は
、
鬼
気
を

感
じ
さ
せ
る
よ
う
な
、
過
去
点
検
の
作
晶
で
あ
る
◎
そ
の
上
に
暗

た
ん
と
し
た
客
観
小
説
『
玄
鶴
山
房
』
が
ぐ
る
。
」
（
磯
貝
英
夫
、

解
釈
と
鑑
賞
）
『
「
玄
鶴
山
房
』
『
歯
車
』
『
或
阿
呆
の
一
生
』

三
編
は
、
い
ず
れ
も
作
者
晩
年
の
作
品
で
（
中
略
）
こ
れ
ら
の
晩

年
の
作
品
が
、
作
者
一
儲
の
思
想
的
決
算
で
あ
り
、
同
時
に
大
正

文
学
の
一
終
点
で
あ
乃
。
」
　
（
中
村
真
鳳
郎
）
と
言
う
の
が
、
一

般
的
で
あ
る
が
、
例
え
ば
「
芥
川
の
物
語
作
品
群
が
『
つ
ぐ
り
も

の
』
で
あ
る
と
い
う
と
き
、
　
（
中
略
）
芥
川
の
形
式
的
構
成
力
が

自
己
の
社
会
的
安
定
圏
か
ら
切
断
さ
れ
た
如
何
に
脆
弱
な
も
の
で

あ
っ
た
か
を
意
味
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
考
え
て
く
る
と
．
き
、

芥
川
龍
之
介
の
作
品
的
頂
点
が
『
芝
煮
』
『
沼
地
』
『
妖
婆
』

『
雛
』
『
一
塊
の
地
』
な
ど
の
作
品
に
あ
る
こ
と
は
明
瞭
で
あ
る
。
。

そ
し
て
、
こ
の
系
列
の
頂
点
に
位
撃
る
の
は
『
玄
鶴
山
房
』
で

あ
っ
た
。
」
　
（
吉
本
隆
明
）
と
い
う
意
見
も
あ
る
。
が
、
い
ず
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
“

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む

に
し
て
も
、
あ
作
品
は
、
芥
規
の
斎
作
三
味
』
『
秋
』
　
↓

『
論
律
と
子
等
と
』
『
庭
回
『
一
塊
の
土
』
の
一
連
の
家
庭
小
説

の
頂
点
で
あ
る
ば
か
夢
で
な
ぐ
芥
川
の
全
作
晶
の
中
で
も
、
漫
も

重
要
で
、
か
つ
秀
作
で
あ
る
。

　
　
四
、
　
評
価

　
こ
の
作
品
は
「
芥
耀
の
最
後
の
小
説
ら
し
い
小
説
」
　
「
私
は
、

芥
川
が
昭
和
二
手
、
に
書
い
た
作
品
の
中
で
は
、
小
説
と
し
て
屯

コ
ロ
の

嘗
玄
鶴
霞
層
薦
が
一
番
す
ぐ
れ
て
い
る
と
信
じ
る
」
　
（
以
上
宇
野

浩
二
）
　
「
『
玄
鶴
山
房
職
は
『
蟹
気
楼
』
に
一
月
ほ
ど
先
立
っ
て

完
成
し
、
最
後
の
短
篇
集
『
大
導
寺
信
輔
の
半
生
』
中
鷺
も
す
ぐ



れ
た
中
篇
で
あ
る
と
同
時
に
、
彼
の
簸
後
の
本
格
的
な
作
品
で
あ

っ
た
。
」
潔
書
史
糟
一
）
　
「
『
玄
鶴
山
房
』
に
は
、
最
近
の
彼
が

懐
い
て
み
る
憂
欝
な
気
魂
が
泌
み
出
て
い
る
。
『
玄
鶴
山
房
』
に

は
圧
搾
の
黍
あ
る
。
し
（
室
生
霧
皇
）
葛
重
事
し
ろ
禦

律
と
子
等
と
』
に
し
ろ
、
　
（
中
略
）
そ
れ
は
一
流
の
芸
術
品
と
い

え
る
の
で
あ
ろ
う
が
、
こ
れ
ら
の
美
し
い
小
傑
作
を
、
そ
こ
ま
で

賞
め
る
勇
気
は
ぼ
く
に
は
な
い
。
し
か
し
、
芥
川
は
晩
年
の
『
玄

鵯
山
房
』
に
い
た
っ
て
、
一
続
会
の
心
の
型
を
描
き
な
が
ら
、
作

者
自
身
は
そ
の
型
か
ら
自
由
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
理
想
的
態
度

に
つ
い
に
到
達
し
て
い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
」
　
（
中
村
真
一
郎

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
コ

そ
し
て
A
福
田
恒
存
は
「
こ
と
に
騒
玄
鵯
山
房
聡
は
自
然
主
義
的

な
小
説
を
好
ん
で
、
芥
川
　
之
介
を
あ
ま
り
高
く
評
価
し
な
い
批

評
家
や
作
家
た
ち
に
も
認
め
ら
れ
て
為
り
ま
す
。
　
（
中
略
）
つ
ま

り
『
墨
引
と
小
倉
ら
』
か
ら
『
玄
鴇
山
房
』
に
い
た
る
道
程
に
、

ひ
と
び
と
は
芥
川
　
之
介
の
リ
ア
リ
ズ
ム
を
読
ん
だ
の
で
あ
り
ま

す
。
こ
の
二
作
を
『
路
上
』
や
『
秋
』
と
対
照
し
て
ご
ら
ん
な
さ

い
。
あ
き
ら
か
に
ヤ
こ
の
二
つ
の
作
品
に
は
リ
ア
リ
テ
ィ
が
あ
り

ま
す
。
」
と
ピ
．
誰
も
が
、
少
な
く
と
も
晩
年
の
作
品
の
中
に
聴
い

て
は
第
一
等
作
品
で
あ
る
と
賞
め
た
＼
え
て
い
る
。
私
も
、
こ
の

作
品
を
、
芥
絹
の
前
期
の
、
い
わ
ゆ
る
王
朝
物
と
は
な
か
な
か
対

比
し
に
て
い
が
、
そ
れ
で
も
芥
川
の
全
作
品
を
通
じ
て
好
き
で
、

好
き
で
あ
る
と
共
に
高
く
評
価
し
た
い
。
そ
れ
は
、
福
田
恒
存
の

言
う
「
リ
ア
リ
テ
ィ
」
が
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
芥
川
の
自
殺
を

見
つ
め
て
見
た
時
に
、
　
「
玄
鳩
山
房
」
に
漂
う
不
気
味
で
幽
冥
な

世
界
が
、
死
を
導
く
と
同
時
に
死
へ
の
反
駁
と
し
て
描
か
れ
て
い

る
か
ら
で
あ
っ
て
、
枕
頭
の
バ
イ
ブ
ル
と
溶
げ
あ
う
作
品
で
あ
る

と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
◎

　
　
五
、
　
娯
雛
璽
営
冒
β
陣
9
Q
樹
“
論
議

　
け
れ
ど
も
叉
《
，
芥
川
の
作
品
に
細
い
て
、
こ
の
作
品
ほ
ど
物
議

を
か
も
し
出
し
た
作
品
も
め
ず
ら
し
い
◎
そ
れ
は
、
こ
の
作
品
に

突
如
と
し
て
出
て
き
た
重
吉
の
従
弟
の
大
学
生
が
持
っ
て
い
た

り
イ
プ
ク
ネ
ヒ
あ
醤
憶
録
』
を
め
ぐ
っ
て
の
論
議
で
あ
る
。

　
そ
れ
は
、
塔
新
潮
』
の
合
評
会
で
話
題
と
な
っ
た
と
こ
ろ
餐

「
何
も
リ
イ
プ
ク
ネ
ヒ
ト
で
な
ぐ
て
も
、
原
敬
で
も
穐
東
郷
大
将

で
も
、
あ
る
い
は
『
苦
楽
』
で
も
よ
い
。
」
と
、
い
う
意
見
が
出

て
い
る
。
し
か
し
、
芥
川
は
、
こ
の
意
見
に
対
し
て
「
「
新
潮
」

の
合
評
会
の
記
事
を
読
み
、
ち
よ
つ
と
こ
の
手
紙
を
書
く
気
に
な

り
ま
し
た
。
そ
れ
は
難
中
の
リ
イ
プ
ク
ネ
ヒ
ト
の
こ
と
で
す
。

金
入
は
あ
の
リ
イ
プ
ク
ネ
ヒ
ト
は
『
苦
楽
賑
で
も
善
い
と
言
い
ま

し
た
。
し
か
し
『
苦
楽
』
で
は
わ
た
し
に
は
い
け
ま
せ
ん
。
わ
た

し
は
玄
鶴
山
房
の
夕
風
を
最
後
で
山
房
以
外
の
世
界
へ
触
れ
さ
せ

た
い
気
持
を
持
っ
て
る
ま
し
た
。
　
（
最
後
の
一
回
以
外
が
悉
く
山
．

房
内
に
起
こ
っ
て
み
る
の
は
そ
の
為
で
す
づ
）
な
ほ
又
そ
の
世
界

の
中
に
新
時
代
の
あ
る
こ
と
を
暗
示
し
た
い
と
思
ひ
ま
し
た
◎
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（
中
略
）
リ
イ
プ
ク
ネ
ヒ
ト
は
御
承
知
の
通
り
、
あ
の
『
追
憶
録
』

の
中
に
あ
る
マ
ル
ク
，
ン
や
エ
ン
ゲ
，
ル
ス
と
会
っ
た
時
の
記
事
の
中

．
に
、
多
少
の
歓
声
を
洩
ら
し
て
い
ま
す
。
わ
た
し
は
貸
わ
た
し
の

大
学
生
に
も
か
う
言
ふ
り
イ
ブ
ク
ネ
ヒ
ト
の
影
を
投
げ
た
か
っ
た

の
で
す
。
」
　
（
三
月
六
日
、
青
野
季
吉
宛
）
と
、
言
う
よ
う
に
リ

イ
プ
ク
ネ
ヒ
ト
の
線
を
ゆ
ず
ろ
う
と
は
し
て
い
な
い
。

　
し
か
し
、
吉
本
隆
明
は
、
　
「
と
っ
て
つ
け
た
よ
う
に
言
上
す
る

重
吉
の
『
従
弟
の
大
学
生
』
は
、
　
（
中
略
）
と
っ
て
つ
け
た
よ
う

に
、
リ
イ
プ
ク
ネ
ヒ
ト
の
矯
追
憶
録
』
を
読
む
。
」
と
述
べ
n
、
一

「
「
玄
鶴
山
房
」
は
、
作
品
の
構
成
か
ら
、
こ
の
『
従
弟
の
大
学

h
生
』
の
登
上
を
ま
っ
た
く
必
要
と
し
て
い
な
い
。
ま
し
て
や
、
こ

の
大
学
生
が
リ
イ
プ
ク
ネ
ヒ
ト
を
読
む
こ
と
を
必
要
と
し
て
い
な

い
の
で
あ
る
。
」
と
、
は
っ
き
リ
リ
イ
プ
ク
ネ
ヒ
ト
や
『
遣
六
書

の
必
要
性
を
否
定
し
て
お
り
、
芥
川
が
青
野
季
吉
へ
の
書
簡
に
示

し
た
よ
う
に
、
従
弟
の
大
学
生
に
新
時
代
を
ほ
の
め
か
し
た
こ
と

を
、
は
っ
き
り
と
不
要
と
す
る
。
山
本
健
吉
も
「
名
作
『
玄
鶴
山

房
』
の
結
末
に
、
リ
イ
プ
ク
ネ
ヒ
ト
を
読
む
青
年
を
登
上
さ
せ
た

り
し
た
の
も
δ
新
し
い
時
代
へ
の
つ
ま
ら
な
い
気
兼
で
し
が
な
か

っ
た
。
」
と
述
べ
、
宇
野
浩
二
の
よ
う
に
「
芥
川
の
手
紙
の
中
に

『
そ
の
世
界
の
中
に
新
時
代
の
あ
る
こ
と
を
暗
示
し
た
い
と
思
い

ま
し
た
。
』
と
か
『
わ
た
し
は
わ
た
し
の
大
学
生
に
も
こ
う
言
う

リ
イ
プ
ク
ネ
ヒ
ト
の
影
を
投
げ
た
か
っ
た
の
で
す
。
』
と
か
言
ふ

の
は
、
こ
れ
亦
、
本
当
に
さ
う
思
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
、
そ
れ
と

も
『
思
ひ
つ
き
』
で
あ
ろ
う
か
、
と
私
は
頸
を
ひ
ね
る
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
、
ハ
ツ
キ
り
言
ふ
と
、
『
玄
鶴
由
房
』
を
略
か
き
終
っ
た

と
こ
ろ
で
、
芥
川
は
、
火
葬
場
か
ら
帰
り
の
馬
車
に
乗
っ
て
い
る

大
学
生
に
、
自
分
が
ち
ょ
っ
と
愛
読
し
た
、
リ
イ
プ
ク
ネ
ヒ
ト
の

『
追
憶
録
』
を
読
芒
て
み
る
気
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
」
と
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

言
う
よ
う
に
、
リ
イ
プ
ク
ネ
ヒ
ト
を
オ
チ
と
み
る
見
方
も
一
種
の

リ
イ
プ
ク
ネ
ヒ
ト
を
、
吉
本
陸
明
の
よ
う
に
顕
著
で
は
な
い
に
し

ろ
、
不
要
と
す
る
見
方
に
相
違
あ
る
ま
い
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
、

青
野
季
吉
も
「
『
玄
鶴
山
房
』
を
読
ん
で
見
る
と
、
あ
れ
は
や
は

り
リ
イ
プ
ク
ネ
ヒ
ト
で
な
く
て
は
い
け
な
い
の
で
あ
る
◎
原
敬
や

東
郷
大
将
で
は
無
論
ダ
メ
で
あ
り
、
同
じ
こ
と
で
も
、
マ
ル
ク
ス

や
レ
ー
ニ
ン
で
は
い
け
な
い
の
で
あ
る
。
マ
ル
ク
ス
や
レ
ー
ニ
ン

の
持
つ
強
さ
と
明
白
さ
で
は
あ
の
場
合
ぴ
っ
た
り
し
な
い
。
そ
れ

よ
り
や
は
り
リ
イ
プ
ク
ネ
ヒ
ト
で
あ
る
。
『
玄
鶴
山
房
』
の
中
に

と
じ
こ
め
ら
れ
た
奔
戯
の
終
わ
り
に
、
広
い
世
間
、
そ
れ
も
動
物

的
な
社
会
の
風
を
ち
よ
つ
．
と
迎
え
入
れ
て
、
そ
こ
で
非
劇
の
小
説

的
浮
彫
を
完
成
さ
せ
る
上
に
も
、
葦
た
！
こ
れ
が
大
切
な
点
で
あ

る
が
一
芥
川
氏
の
潜
ん
だ
要
求
を
適
当
な
形
で
満
足
さ
せ
る
上
に

も
、
や
は
り
リ
イ
プ
ク
ネ
ヒ
ト
で
な
く
て
は
い
け
な
い
の
で
あ
る
。

『
玄
鶴
山
房
』
を
読
ん
だ
時
、
最
初
に
ま
ず
私
に
感
ぜ
ら
れ
た
の

は
こ
の
点
で
あ
っ
た
。
」
と
述
べ
て
は
い
る
も
の
の
、
次
に
は
「
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「
彼
は
、
新
時
代
を
認
め
な
い
で
は
澄
れ
な
い
。
そ
し
て
、
そ
の
尋
、

新
時
代
を
静
か
な
眼
で
腕
め
て
い
る
だ
け
の
、
素
直
さ
と
聰
明
さ

と
、
準
備
と
を
持
っ
て
い
る
。
し
か
し
彼
は
、
彼
の
言
葉
を
か
り
．
、

て
言
え
ば
、
『
新
時
代
と
抱
き
合
う
ほ
ど
の
熱
情
』
を
持
っ
て
い

な
い
し
、
そ
ん
な
熱
情
が
彼
の
よ
う
な
生
活
の
歴
史
を
持
つ
た
者
：

に
持
ち
得
る
も
の
で
な
い
、
と
も
考
え
る
の
で
あ
る
。
」
と
、
言

っ
て
、
や
は
り
こ
の
リ
イ
プ
ク
ネ
ヒ
ト
に
一
点
の
擬
惑
を
投
げ
か

け
て
い
る
。
こ
の
意
見
に
は
、
吉
田
精
一
も
「
龍
之
介
に
対
す
る

こ
の
解
釈
は
見
当
の
は
ず
れ
た
も
の
で
な
か
っ
た
に
違
い
な
い
。
」

と
、
青
野
季
吉
に
同
調
し
て
い
る
。

　
私
は
『
玄
鶴
山
房
』
を
読
力
限
り
に
診
い
て
、
芥
川
が
始
め
か

ら
リ
イ
プ
ク
ネ
ヒ
ト
を
用
意
し
セ
い
て
（
も
し
く
は
新
時
代
と
い

う
こ
と
）
、
リ
イ
プ
ク
ネ
ヒ
ト
に
斯
時
代
を
訴
え
さ
せ
た
か
っ
た

と
見
る
。
そ
れ
は
「
玄
鴇
山
房
」
一
、
⑳
前
半
に
「
け
れ
ど
も
今
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
く

も
う
赤
瓦
の
家
や
青
い
瓦
の
家
の
立
ち
並
ん
だ
所
謂
「
文
化
証
し

に
変
っ
て
い
た
。
・
・
…
し
か
し
『
玄
鶴
山
房
』
は
兎
に
角

小
じ
ん
ま
り
と
出
来
上
っ
た
奥
床
し
い
門
構
の
家
だ
つ
た
。
」
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

言
う
一
文
が
ど
う
し
て
も
六
の
1
ー
イ
プ
ク
ネ
ヒ
ト
と
無
関
係
と
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
く

受
け
取
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
◎
そ
れ
は
何
も
リ
イ
プ
ク
ネ
ヒ
ト
で

な
く
て
は
い
け
な
い
も
の
で
は
な
い
に
し
ろ
、
芥
川
が
言
う
よ
う

に
「
新
時
代
」
の
あ
る
こ
と
を
象
徴
す
る
も
の
で
あ
れ
ば
よ
い
の

で
あ
る
が
、
や
は
り
、
マ
ル
ク
ス
や
レ
ー
ニ
ン
で
は
余
り
に
ど
ぎ

つ
い
感
じ
が
し
、
芥
川
の
イ
メ
ー
ジ
と
は
か
け
は
な
れ
る
ゆ
え
、

そ
れ
は
、
や
は
り
、
リ
イ
プ
ク
ネ
ヒ
ト
で
よ
い
の
で
あ
っ
て
、
ま

た
σ
イ
プ
ク
ネ
ヒ
ト
で
あ
る
ぺ
奮
な
の
か
も
し
れ
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
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