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一

　

芥
川
龍
之
介
の「
秋
」（『
中
央
公
論
』、
大
正
９
・
４
）は
、
同
時
代
評
に
て

「「
秋
」で
一
転
向
を
見
せ
よ
う
と
し
た

（
（
（

」と
の
指
摘
が
あ
る
よ
う
に
、
作
風
の

変
化
を
窺
わ
せ
る
現
代
小
説
と
し
て
注
目
を
集
め
た
。
他
の
同
時
代
評
に
は

「
同
氏
の
素
直
な
方
面
の
特
徴
を
遺
憾
な
く
発
揮
し
た
名
篇

（
（
（

」と
あ
り
、
総
じ

て
好
意
的
に
迎
え
ら
れ
た
よ
う
で
あ
る
が
、
内
容
に
言
及
し
た
も
の
と
な
る

と
、
上
司
小
剣
が「
如
何
に
も
秋
の
色
の
鮮
か
に
現
は
れ
た
作
で
あ
る
。
か
う

い
ふ
風
に
、
一
種
特
別
の
機
で
自
然
を
人
間
の
上
に
織
込
ん
だ
作
は
、
近
頃

の
作
家
に
一
寸
珍
し
い
。
姉
と
妹
と
が
男
の
こ
と
で
互
に
気
持
ち
を
探
り
合

ふ
姿
も
、
澄
み
切
つ
た
秋
の
水
に
影
を
お
と
し
て
、
寂
し
く
映
つ
て
ゐ
る

（
（
（

」と

記
し
た
ほ
か
、
や
や
注
文
を
付
け
る
形
で
秀
し
げ
子
が「
評
判
は
よ
か
つ
た

や
う
で
し
た
が
、
あ
ゝ
云
ふ
材
料
を
あ
ゝ
も
す
ら
〳
〵
と
片
づ
け
て
し
ま
は

ず
に
も
つ
と
信
子
や
照
子
の
心
理
状
態
を
深
刻
に
解
剖
し
て
知
識
階
級
に
あ

る
現
代
婦
人
の
人
生
に
対
す
る
人
生
苦
を
如
実
に
描
写
し
て
ほ
し
い

（
（
（

」と
し

た
程
度
で
、
さ
ほ
ど
多
く
は
な
い
。

　

本
作
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
膨
大
な
数
の
作
品
論
が
発
表
さ
れ
て
お
り
、

軽
々
に
あ
ら
す
じ
を
記
す
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
研
究
史
に
触
れ
る
前
に
、

話
の
概
要
だ
け
は
確
認
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。

　

信
子
と
照
子
の
姉
妹
は
、
と
も
に
俊
吉
と
い
う
作
家
志
望
の
従
兄
に
好
意

を
も
っ
て
い
た
が
、
姉
の
信
子
は
女
子
大
学
を
卒
業
す
る
と
、
高
商
出
身
の

青
年
と
結
婚
し
、
大
阪
の
郊
外
へ
と
移
住
し
て
し
ま
う
。
閑
静
な
松
林
が
視

界
に
入
る
家
で
、
当
初
は
幸
せ
に
暮
ら
し
て
い
た
信
子
で
あ
っ
た
が
、
や
が

て
結
婚
生
活
は
冷
え
込
み
、
一
方
で
、
照
子
は
俊
吉
と
結
婚
す
る
。
一
年
後
の

秋
、
上
京
す
る
機
会
を
え
た
信
子
は
、
妹
夫
婦
の
家
を
訪
れ
る
。
そ
の
後
の
展

開
を
、
関
口
安
義
は
次
の
よ
う
に
ま
と
め
る
。

　
　

�　

俊
吉
は
煮
え
き
ら
ず
、
照
子
は
激
し
い
嫉
妬
の
念
を
も
っ
て
自
分
に

対
す
る
の
に
気
づ
か
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
信
子
は
寂
し
い
諦
め
の
気
持

を
抱
い
て
妹
夫
婦
の
家
を
出
る
。
途
中
必
ず
待
っ
て
い
る
よ
う
に
と

言
っ
て
朝
食
後
家
を
出
た
俊
吉
の
姿
を
、
幌
車
か
ら
見
か
け
て
も
信
子

は
声
を
か
け
な
か
っ
た
。
信
子
は
う
す
ら
寒
い
幌
の
下
に
、
全
身
で
寂

し
さ
を
感
じ
て
い
た

（
（
（

。

　

先
行
研
究
で
は
、
ま
ず
芥
川
文
学
の
中
で「
秋
」を
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け

る
の
か
と
い
う
問
題
か
ら
検
討
が
始
ま
っ
た
。
当
初
は
、
得
意
と
し
た
歴
史

芥
川
龍
之
介
「
秋
」
論

　
―
「
幸
福
」
は
〈
松
〉
と
と
も
に
あ
ら
ず

鷲
　
　
㟢
　
　
秀
　
　
一

〔
論
　
文
〕
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小
説
に
行
き
詰
っ
た
芥
川
が
、
現
代
小
説
へ
と
舵
を
切
っ
た
作
品
と
し
て
捉

え
ら
れ
、
そ
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
た
と
え
ば
、
竹
内
眞
は「
信
子
と
い
ふ
女

主
人
公
が
、
妹
の
情
人
を
譲
つ
て
、
犠
牲
的
な
結
婚
を
し
、
次
第
に
平
静
な

心
持
に
な
る
女
ら
し
い
心
持
が
描
れ
て
ゐ
る

（
（
（

」と
読
ん
で
い
る
。
戦
後
に
な

る
と
、「
寂
し
い
諦
め
」を
テ
ー
マ
と
み
た
和
田
繁
二
郎
が
、
夏
目
漱
石「
そ

れ
か
ら
」と
の
類
縁
関
係

（
（
（

を
指
摘
し
て
、
近
代
文
学
史
上
で
の
位
相
を
視
野

に
入
れ
る
よ
う
に
な
る
一
方
で
、
本
文
を
丁
寧
に
読
み
解
こ
う
と
す
る
作
品

論
も
増
え
始
め
る
。
そ
の
代
表
的
な
論
文
と
認
め
ら
れ
て
い
る
の
が
、「
実
は

仔
細
に
読
め
ば
、
作
者
は
そ
れ
を
確
た
る
事
実
と
し
て
は
い
ち
ど
も
断
言
し

て
い
な
い

（
（
（

」こ
と
を
指
摘
し
、
主
人
公
信
子
を
悲
劇
の
ヒ
ロ
イ
ン
と
見
る
風

潮
を
鮮
や
か
に
覆
し
て
み
せ
た
三
好
行
雄
の
論
考
で
あ
り
、
以
降
は
、
こ
の

三
好
論
を
軸
に
、
作
者
芥
川
の
現
実
認
識
を
問
う
観
点
や
、
照
子
へ
の〈
恋

ゆ
ず
り
〉や
信
子
の
俊
吉
へ
の
愛
情
の
有
無
を
検
証
す
る
観
点
、
ま
た
信
子

の
人
物
像
を
分
析
し
て
、「
信
子
と
い
う
女
の
底
の
浅
さ
は
透
け
て
見
え
る
。

（
略
）『
秋
』は
せ
い
ぜ
い
器
用
な
風
俗
小
説
た
る
に
と
ど
ま
る

（
（
（

」と
い
う
よ
う

に
、
作
品
の
過
大
評
価
に
修
正
を
迫
る
見
解
も
述
べ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

な
お
、
昭
和
四
十
三
年
発
刊
の
葛
巻
義
敏
編『
芥
川
龍
之
介
未
定
稿
集
』に
、

「
秋
」の
草
稿
が
収
録
さ
れ
た
後
は
、
定
稿「
秋
」と
比
較
す
る
論
文

（
（1
（

も
量
産

さ
れ
て
い
る
。

　

こ
う
し
て
、
昭
和
か
ら
平
成
初
期
の「
秋
」研
究
を
概
観
す
る
と
、
総
じ
て

丁
寧
な
読
み
を
心
が
け
る
論
が
多
く
、
む
ろ
ん
そ
の
姿
勢
は
評
価
さ
れ
る
べ

き
も
の
だ
が
、
逆
に
、
テ
キ
ス
ト
内
部
で
の
事
実
関
係
の
点
検
に
集
中
し
す

ぎ
て
い
る
観
は
否
め
ず
、
ま
た
、
参
考
資
料
も
既
出
の
芥
川
の
書
簡
や
別
稿

が
繰
り
返
し
引
用
さ
れ
、
閉
塞
感
も
窺
え
た
。

　

必
然
的
に
、
新
た
な
読
み
の
地
平
を
拓
く
べ
く
、
同
時
代
状
況
か
ら
分
析

す
る
論
も
増
え
始
め
る
。
そ
の
先
鞭
を
つ
け
た
の
は
神
田
由
美
子
で
、
作
中

に
描
か
れ
る「
芸
術
鑑
賞
、
ウ
ィ
ン
ド
ウ
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
、
新
婚
サ
ラ
リ
ー

マ
ン
の
休
日
、
郊
外
の
新
家
庭
と
、
大
正
と
い
う〈
新
時
代
〉を
女
性
的
関
心

か
ら
捕
え
た〈
現
代

（
（（
（

〉」
に
注
意
が
向
け
ら
れ
る
と
、
西
山
康
一
は「
こ
の
当

時
の
女
性
雑
誌
等
の
言
説
に
典
型
的
に
現
れ
創
り
上
げ
ら
れ
た“
健
全
な
中

流
家
庭
の
趣
味
あ
る
芸
術
的
な
生
活
”な
ど
と
頻
繁
に
叫
ば
れ
て
い
た〈
物

語
〉
―
に
自
己
を
同
一
化
し
て
ゆ
く
（
（1
（

」信
子
の
姿
を
指
摘
す
る
。
以
降
は
さ

ら
に
切
り
口
も
多
様
化
し
、
た
と
え
ば
、
信
子
の
夫
の
造
形
に
着
目
し
た
野

田
康
文
は
、「
当
時
の
読
者
に
と
っ
て
、「
大
阪
の
或
商
事
会
社
へ
近
頃
勤
務

す
る
こ
と
な
つ
た
、
高
商
出
身
の
青
年
」
と
い
う
条
件
は
、
単
に
経
済
的
な

安
定
を
も
た
ら
す
以
上
の
プ
ラ
ス
・
イ
メ
ー
ジ
を
喚
起
し
た
と
思
わ
れ
る

（
（1
（

」

と
し
て
、
信
子
夫
婦
の
生
活
レ
ベ
ル
か
ら
作
品
を
読
み
解
く
ほ
か
、
ジ
ェ
ン

ダ
ー
の
観
点
か
ら
分
析
す
る
論

（
（1
（

も
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
こ
れ
ら
の
問
題

系
を
踏
ま
え
た
金
子
佳
高
は
、
信
子
夫
婦
と
俊
吉
が
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
学
歴

エ
リ
ー
ト
で
、
か
つ
信
子
の
夫
が「
生
活
水
準
が
中
位
の
新
中
間
層

（
（1
（

」で
あ
る

こ
と
の
意
味
を
重
視
し
た
論
を
展
開
し
て
い
る
。

　

以
上
が「
秋
」の
先
行
研
究
史
だ
が
、
本
作
は
、
妹
に
恋
を
ゆ
ず
っ
た
信
子

を
、
素
直
に
犠
牲
的
精
神
に
満
ち
た
感
傷
家
で
あ
っ
た
と
捉
え
る
か
、
あ
る

い
は
語
ら
れ
る
内
容
に
疑
念
を
持
ち
、
そ
の
実
は
自
意
識
過
剰
な
夢
想
家
で

あ
っ
た
と
捉
え
る
か
で
、
印
象
が
二
分
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
し
て
、

叙
述
が
意
図
的
に「
曖
昧

（
（1
（

」ゆ
え
、
読
み
ど
こ
ろ
の
組
み
合
わ
せ（
た
と
え
ば
、
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恋
ゆ
ず
り
の
有
無
、
信
子
・
照
子
・
俊
吉
の
人
格
や
能
力
、
鶏
や
玉
子
の
象

徴
性
、
な
ど
）に
よ
っ
て
は
、
多
様
な
読
み
を
可
能
に
す
る
作
品
で
あ
る
こ
と

も
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
む
ろ
ん
、
芥
川
の
技
量
か
ら
し
て
、
単
な
る
メ
ロ

ド
ラ
マ
を
書
き
流
し
た
と
は
考
え
に
く
く
、
根
強
く
三
好
論
が
支
持
さ
れ
る

の
は
頷
け
よ
う
。

　

ま
た
、
作
品
の
構
成
面
を
み
て
も
、「
一
～
四
か
ら
成
る
構
成
は
、
き
わ
め

て
緊
密
で
揺
る
ぎ
な
い
。
起
承
転
結
の
結
構

（
（1
（

」で
あ
り
、
か
つ
、
二
組
の
夫
婦

を
東
京
と
大
阪
と
い
う
二
つ
の
舞
台
で
対
比
さ
せ
て
お
り
、
作
為
的
で
あ
る
。

ほ
か
に
も
、
こ
れ
ま
で
指
摘
さ
れ
て
い
な
い
と
こ
ろ
で
は
、
本
文「
一
」の
、

妹
か
ら
の
手
紙
中
の
言
葉「
で
す
か
ら
そ
の
晩
も
私
に
は
、
御
姉
様
の
親
切

な
御
言
葉
も
、
皮
肉
の
や
う
な
気
さ
へ
致
し
ま
し
た
。」は
、「
四
」に
て
主
客

が
入
れ
替
わ
る
形
で
再
演
さ
れ
て
お
り
、
大
小
の
構
成
面
か
ら
も
作
品
を
読

ま
せ
よ
う
と
い
う
意
識
が
看
取
さ
れ
る
。

　
　

�　

照
子
は
し
か
し
無
邪
気
ら
し
く
、
や
は
り
活
き
々
々
と
微
笑
し
な
が

ら
、「
覚
え
て
い
ら
つ
し
や
い
。」と
睨
む
真
似
を
し
た
。
そ
れ
か
ら
す
ぐ

に
又「
御
姉
様
だ
つ
て
幸
福
の
癖
に
」と
、甘
へ
る
や
う
に
つ
け
加
へ
た
。

そ
の
言
葉
が
ぴ
し
り
と
信
子
を
打
つ
た
。

　
　

�　

彼
女
は
心
も
ち
眶
を
上
げ
て
、「
さ
う
思
つ
て
？
」
と
問
ひ
返
し
た
。

問
ひ
返
し
て
、
す
ぐ
に
後
悔
し
た
。
照
子
は
一
瞬
間
妙
な
顔
を
し
て
、
姉

と
眼
を
見
合
せ
た
。（
本
文「
四
」よ
り
）

　

か
よ
う
に
緻
密
に
設
計
さ
れ
、
ゆ
え
に
そ
の
分
析
も
多
岐
に
及
ん
で
い
る

「
秋
」で
あ
る
が
、
そ
れ
で
も
ま
だ
詳
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
問
題
が
残
さ
れ

て
い
る
。
そ
れ
は
、
作
中
、
重
要
な
場
面
で
た
び
た
び
描
か
れ
、
読
後
の
印
象

に
も
強
く
残
る〈
松
林
〉に
つ
い
て
で
あ
る
。
先
に
引
用
し
た
同
時
代
評
に
は

「
自
然
を
人
間
の
上
に
織
込
ん
だ
作
」と
い
う
指
摘
も
見
ら
れ
た
。
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
本
作
の〈
松
林
〉に
つ
い
て
は
、
こ
と
の
ほ
か
追
究
さ
れ
て
お
ら
ず
、

大
き
く
読
解
に
関
わ
ら
せ
る
と
い
う
試
み
も
さ
れ
て
い
な
い
。
本
稿
で
は
、

こ
の〈
松
林
〉に
注
目
し
、
そ
の
意
味
を
考
察
す
る
こ
と
か
ら「
秋
」を
読
み

直
し
て
み
た
い
。

　
　
　

二

　

ま
ず
は
、
具
体
的
に〈
松
林
〉が
ど
の
よ
う
に
描
か
れ
て
い
る
か
の
確
認
か

ら
始
め
る
。「
秋
」の
導
入
部
に
当
た
る「
一
」は
、
次
の
一
文
を
も
っ
て
、
余

韻
深
く
結
ば
れ
て
い
る
。

　
　

�　

信
子
は
こ
の
重
苦
し
さ
を
避
け
る
為
に
、
大
抵
は
じ
つ
と
快
い
感
傷

の
中
に
浸
つ
て
ゐ
た
。
そ
の
う
ち
に
外
の
松
林
へ
一
面
に
当
つ
た
日
の

光
が
、
だ
ん
だ
ん
黄
ば
ん
だ
暮
方
の
色
に
変
つ
て
行
く
の
を
眺
め
な
が

ら
。

　

そ
の
他
の〈
松
林
〉が
描
か
れ
る
場
面
は
、
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。
本
文

中
に
満
遍
な
く
配
置
さ
れ
た
こ
と
で
、
否
が
応
で
も
読
者
の
脳
裏
に
焼
き
付

け
ら
れ
て
い
く
。

　
　

�

・
信
子
は
そ
の
間
に
大
阪
の
郊
外
へ
、
幸
福
な
る
べ
き
新
家
庭
を
つ

く
つ
た
。
彼
等
の
家
は
そ
の
界
隈
で
も
、
最
も
閑
静
な
松
林
に
あ
つ
た
。

松
脂
の
匂
と
日
の
光
と
、
―
―
そ
れ
が
何
時
で
も
夫
の
留
守
は
、
二
階

建
の
新
し
い
借
家
の
中
に
、
活
き
活
き
し
た
沈
黙
を
領
し
て
ゐ
た
。（
本
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文「
一
」よ
り
）

　
　

�

・
し
か
し
机
に
は
向
ふ
に
し
て
も
、
思
ひ
の
外
ペ
ン
は
進
ま
な
か
つ
た
。

彼
女
は
ぼ
ん
や
り
頬
杖
を
つ
い
て
、
炎
天
の
松
林
の
蝉
の
声
に
、
我
知

れ
ず
耳
を
傾
け
て
ゐ
る
彼
女
自
身
を
見
出
し
勝
ち
で
あ
つ
た
。（
本
文

「
二
」よ
り
）

　
　

�

・
そ
ん
な
文
句
を
書
い
て
ゐ
る
内
に
、（
彼
女
に
は
何
故
か
わ
か
ら
な

か
つ
た
が
、）筆
の
渋
る
事
も
再
三
あ
つ
た
。
す
る
と
彼
女
は
眼
を
挙
げ

て
、
必
外
の
松
林
を
眺
め
た
。
松
は
初
冬
の
空
の
下
に
、
簇
々
と
蒼
黒
く

茂
つ
て
ゐ
た
。（
本
文「
二
」よ
り
）

　
　

�

・
照
子
は
そ
れ
が
可
笑
し
い
と
云
つ
て
、
小
供
の
や
う
な
笑
ひ
声
を
立

て
た
。
信
子
は
か
う
云
ふ
食
卓
の
空
気
に
も
、
遠
い
松
林
の
中
に
あ
る
、

寂
し
い
茶
の
間
の
暮
方
を
思
ひ
出
さ
ず
に
は
ゐ
ら
れ
な
か
つ
た
。（
本

文「
三
」よ
り
）

　

こ
の
と
お
り
、〈
松
〉は
、
本
作
で
は
陰
鬱
な
気
分
と
と
も
に
表
象
さ
れ
る

こ
と
が
多
い
。
一
般
的
に
は
、
謡
曲『
高
砂

（
（1
（

』に
表
れ
る
よ
う
に
、
め
で
た
さ

と
結
び
付
く
印
象
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
で
あ
る
。

　

こ
の〈
松
林
〉に
つ
い
て
、
先
行
研
究
で
は
ど
の
よ
う
に
分
析
さ
れ
て
い
る

の
か
。
具
体
的
に
言
及
し
て
い
る
も
の
を
拾
い
上
げ
て
み
る
と
、
関
口
安
義

が「
松
林
の
中
に
あ
る
家
は
、
信
子
に
と
っ
て
生
活
そ
の
も
の
」で「「
炉
辺
の

幸
福
」の
象
徴

（
（1
（

」と
し
た
ほ
か
、
石
谷
春
樹
は「
信
子
の
現
実
の
内
面
で
あ
り
、

描
か
れ
て
い
る「
松
林
」は
、
信
子
の
心
情
に
合
わ
せ
て
、
着
実
に
変
化
し
て

い
る

（
11
（

」こ
と
を
指
摘
し
、文
盛
業
も「
彼
女
の
心
理
的
動
揺
が（
中
略
）「
松
林
」

の
現
実
性
の
上
で「
暮
方
」の
よ
う
な
意
識
と
し
て
表
現
さ
れ
た

（
1（
（

」と
述
べ
て

い
る
よ
う
に
、
生
活
や
信
子
の
心
象
風
景
を
象
徴
す
る
作
中
装
置
の
一
つ
と

い
う
認
識
で
あ
る
。

　

だ
が
、
本
作
の
特
徴
で
あ
る
曖
昧
さ
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
趣
向
に
お
い
て
、
多

義
的
な
読
み
を
可
能
に
し
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
思
え
ば
、「
秋
」や「
鶏
」と

い
う
キ
ー
ワ
ー
ド
も
、
明
ら
か
に
掛
詞
的
に
機
能
し
て
い
る
。「
秋
」か
ら
は

「
諦
め（
ま
た
は
飽
き
）」が
導
か
れ
、
先
行
研
究
で
議
論
の
焦
点
に
も
な
っ
て

い
る「
鶏
」も「
人
間
の
生
活
は
掠
奪
で
持
つ
て
ゐ
る
ん
だ
ね
。
小
は
こ
の
玉

子
か
ら
―
―
」と
い
う
セ
リ
フ
が
示
唆
す
る
よ
う
に
、「
取
り
」の
意
味
に
掛

け
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
押
し
ひ
ろ
げ
て
考
え
る
と
、〈
松
〉も
単
に

心
象
風
景
を
象
徴
す
る
だ
け
で
な
く
、
同
音
の「
待
つ
」を
イ
メ
ー
ジ
さ
せ
、

そ
れ
が
読
解
の
方
向
性
を
も
示
唆
し
て
い
た
可
能
性
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

古
歌
の
中
に
は
、「
秋
」と「
松
」を
同
時
に
詠
み
込
む
歌
も
あ
る
。
本
作
の

舞
台
の
一
つ
で
あ
る「
大
阪
の
郊
外
」は
、
諸
々
の
観
点
か
ら
、
当
時
の
読
者

に
は
、
阪
神
間
の
ど
こ
か
の
地
域

（
11
（

を
想
起
さ
せ
た
で
あ
ろ
う
と
見
て
い
る
が
、

次
の
同
時
代
資
料

（
11
（

に
は
、
そ
の
阪
神
間
の
ほ
ぼ
中
間
に
位
置
す
る
鳴
尾
が
、

「
秋
」と「
松
」を
詠
ん
だ
和
歌
の
舞
台
で
あ
っ
た
こ
と
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

　
　

�　

昔
は
鳴
尾
の
里
と
云
ひ
、
著
名
な
る
邑
里
な
り
き
と
、
謡
曲
高
砂
に

あ
る「
遠
く
鳴
尾
の
沖
す
ぎ
て
」云
々
と
あ
る
は
此
所
に
し
て
、
又
月
の

名
所
な
り
、
西
行
法
師
の
吟
詠
に
曰
く

　
　

�　

常
よ
り
も
秋
に
な
る
尾
の
松
風
は
、
分
け
て
身
に
し
む
物
に
ぞ
有
け
る�

其
他
鳴
尾
浦
、
鳴
尾
潟
、
泊
尾
沖
等
古
詠
少
ら
ず

　
　

�　

浦
さ
び
て
哀
れ
鳴
尾
の
泊
か
な
松
風
さ
へ
て
千
鳥
な
く
な
り（
老
木

集
）
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�　

秋
さ
む
く
鳴
尾
の
浦
の
あ
ま
人
は
波
か
け
衣
打
た
ぬ
日
も
な
し（
続

千
載
集
）

　
　

�　

ひ
い
や
り
と
腹
も
鳴
尾
の
西
瓜
哉（
籬
島
）

　
　

�
阪
神
電
車
は
先
づ
都
人
士
を
引
か
ん
が
為
、
此
名
所
を
利
用
し
て（
略
）

真
に
是
れ
一
区
画
を
な
せ
る
好
個
の
田
園
都
市
と
も
称
す
る
を
得
べ
き

か
。
此
地
よ
り
大
阪
へ
の
電
車
は
朝
夕
三
分
毎
に
発
車

　

こ
れ
を
踏
ま
え
て
、「
秋
」の
舞
台
が
鳴
尾
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
ま
こ
と

に
よ
く
仕
上
げ
ら
れ
た
作
品
と
な
る
の
だ
が
、
本
作
に
は
東
京
と
大
阪
の
、

そ
れ
ぞ
れ
の「
山
の
手
」で
の
生
活
を
比
較
し
て
い
る
節
も
窺
え
、鳴
尾
で
は
、

六
甲
山
の
南
麓
エ
リ
ア
か
ら
や
や
外
れ
る
懸
念
が
あ
る
。
そ
の
た
め
鳴
尾
だ

と
は
断
じ
切
れ
な
い
の
だ
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
、「
秋
」の〈
松
林
〉は
、
阪
神

間
の
い
た
る
と
こ
ろ
に
生
い
茂
る
松
林
を
、
漠
然
と
示
唆
し
て
い
た
よ
う
に

感
じ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　

さ
て
、
作
品
に
お
け
る〈
松
〉に
つ
い
て
話
を
戻
す
と
、
本
作
は
、
実
際
に

生
い
茂
っ
て
い
る〈
松
〉に
、
信
子
の
心
中
を
映
す
鏡
の
よ
う
な
役
割
を
担
わ

せ
る
だ
け
で
な
く
、
そ
こ
か
ら
派
生
し
て
、「
待
つ
」と
い
う
場
面
へ
の
着
目

を
促
し
て
い
た
よ
う
に
思
え
て
な
ら
な
い
。
た
と
え
ば
、
次
の
二
つ
の
場
面

は
、
本
作
に
お
い
て
読
み
外
せ
な
い
場
面
で
あ
る
。

　
　

�

①
時
々
は
し
か
し
沈
黙
が
、
二
人
の
間
に
来
る
事
も
あ
つ
た
。
そ
の
度

に
彼
女
は
微
笑
し
た
儘
、
眼
を
火
鉢
の
灰
に
落
し
た
。
其
処
に
は
待
つ

と
は
云
へ
な
い
程
、
か
す
か
に
何
か
を
待
つ
心
も
ち
が
あ
つ
た
。
す
る

と
故
意
か
偶
然
か
、
俊
吉
は
す
ぐ
に
話
題
を
見
つ
け
て
、
何
時
も
そ
の

心
も
ち
を
打
ち
破
つ
た
。
彼
女
は
次
第
に
従
兄
の
顔
を
窺
は
ず
に
は
ゐ

ら
れ
な
く
な
つ
た
。
が
、
彼
は
平
然
と
巻
煙
草
の
煙
を
呼
吸
し
な
が
ら
、

格
別
不
自
然
な
表
情
を
装
つ
て
ゐ
る
気
色
も
見
え
な
か
つ
た
。（
本
文

「
三
」よ
り
）

　
　

�

②
翌
朝
俊
吉
は
一
張
羅
の
背
広
を
着
て
、
食
後
匆
々
玄
関
へ
行
つ
た
。

何
で
も
亡
友
の
一
周
忌
の
墓
参
を
す
る
の
だ
と
か
云
ふ
事
で
あ
つ
た
。

「
好
い
か
い
。
待
つ
て
ゐ
る
ん
だ
ぜ
。
午
頃
ま
で
に
や
き
つ
と
帰
つ
て
来

る
か
ら
。」
―
―
彼
は
外
套
を
ひ
つ
か
け
な
が
ら
、
か
う
信
子
に
念
を
押

し
た
。
が
、
彼
女
は
華
奢
な
手
に
彼
の
中
折
を
持
つ
た
儘
、
黙
つ
て
微
笑

し
た
ば
か
り
で
あ
つ
た
。（
本
文「
四
」よ
り
）

　

先
の
引
用
部
①
は
、
俊
吉
の
出
方
に
よ
っ
て
は
、
そ
の
後
の
展
開
さ
え
変

わ
り
う
る
重
要
な
分
岐
点
で
あ
る
。
後
の
引
用
部
②
も
、
前
夜
の
、
密
会
疑
惑

を
受
け
て
の「
翌
朝
」で
あ
る
。
信
子
は
、
俊
吉
に
言
わ
れ
た
と
お
り
、「
懶
さ

う
な
眼
」を
し
な
が
ら「
待
つ
て
ゐ
」た
。
だ
が
、
そ
の
間
に
、
妹
と
は
前
夜
の

こ
と
で
言
い
争
い
を
し
て
し
ま
い
、
結
果
、
妹
の
家
を
出
て
行
っ
て
し
ま
う
。

帰
る
先
は
、
皮
肉
に
も〈
松
林
〉の
中
の
家
な
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
考
え
て

み
る
と
、
じ
つ
は
本
作
に
は
、〈
松
〉の
見
え
る
風
景
が
も
う
一
か
所
、
そ
れ

と
な
く
描
か
れ
て
い
た
こ
と
に
気
づ
か
さ
れ
る
。

　
　

�　

殊
に
夏
の
休
暇
中
、
舞
子
ま
で
足
を
延
し
た
時
に
は
、
同
じ
茶
屋
に

来
合
せ
た
夫
の
同
僚
た
ち
に
比
べ
て
見
て
、
一
層
誇
り
が
ま
し
い
や
う

な
心
も
ち
が
せ
ず
に
は
ゐ
ら
れ
な
か
つ
た
。
が
、
夫
は
そ
の
下
卑
た
同

僚
た
ち
に
、
存
外
親
し
み
を
持
つ
て
ゐ
る
ら
し
か
つ
た
。（
本
文「
二
」

よ
り
）

　

こ
こ
に
は
、「
舞
子
」
と
い
う
地
名
が
見
え
る
。
東
京
と
大
阪
を
除
い
て
、
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本
作
で
唯
一
具
体
的
に
記
さ
れ
た
の
は
、な
ぜ
か
こ
の「
舞
子
」な
の
で
あ
る
。

舞
子
と
い
え
ば
、
芥
川
と
同
年
代
の
森
田
た
ま
が「
白
砂
青
松
と
小
学
校
の

読
本
で
習
つ
て
憧
憬
れ
て
ゐ
た
舞
子
の
浜

（
11
（

」と
証
言
し
て
い
る
よ
う
に
、
全

国
的
に
知
ら
れ
た
松
の
名
勝
地
で
あ
っ
た
。
と
す
れ
ば
、
こ
こ
で
は
単
に
関

西
で
赴
い
た
遊
覧
地
の
例
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
た
の
で
は
な
く
、
厳
し
く

も
、
気
散
じ
で
連
れ
ら
れ
た
旅
先
に
ま
で
、
松
が
つ
き
ま
と
っ
て
い
た
こ
と

が
暗
示
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
か
よ
う
に〈
松
〉の
見
え
る
風
景
が
、
執
拗

に
描
か
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
考
え
て
も
、〈
松（
待
つ
）〉が
、
本
作
の
読
解
に

果
た
す
役
割
は
小
さ
く
な
か
ろ
う
。

　
　
　

三

　
〈
松（
待
つ
）〉を
意
識
し
て
、「
秋
」を
読
み
直
す
と
以
下
の
よ
う
に
な
る
。

　

冒
頭
の「
一
」で
は
、「
女
子
大
学
」卒
で
文
壇
に
打
っ
て
出
る
噂
も
あ
っ
た

信
子
に
つ
い
て
、
ま
ず
焦
点
が
当
て
ら
れ
て
い
る
。
信
子
は
、
次
の
と
お
り
、

縁
談
の
た
め
に
、
い
っ
た
ん
創
作
の
準
備
を
待
た
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
と
さ

れ
る
。

　
　

�　

学
校
を
卒
業
し
て
見
る
と
、
ま
だ
女
学
校
も
出
て
ゐ
な
い
妹
の
照
子

と
彼
女
と
を
抱
へ
て
、
後
家
を
立
て
通
し
て
来
た
母
の
手
前
も
、
さ
う

は
我
儘
を
云
は
れ
な
い
、
複
雑
な
事
情
も
な
い
で
は
な
か
つ
た
。
そ
こ

で
彼
女
は
創
作
を
始
め
る
前
に
、
ま
づ
世
間
の
習
慣
通
り
、
縁
談
か
ら

き
め
て
か
か
る
べ
く
余
儀
な
く
さ
れ
た
。

　

そ
し
て
、
こ
の
縁
談
の
た
め
に
、「
誰
の
眼
に
見
て
も
、
来
る
べ
き
彼
等
の

結
婚
を
予
想
さ
せ
る
」と
ま
で
言
わ
れ
た
、従
兄
の
俊
吉
と
は
結
ば
れ
な
か
っ

た
。
妹
か
ら
の
手
紙
に
よ
っ
て
、
そ
の
背
景
に
は
信
子
が
恋
を
ゆ
ず
っ
た
可

能
性
も
仄
め
か
さ
れ
る
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
、
信
子
は「
高
商
出
身
の
青
年

と
、
突
然
結
婚
」し
て
、〈
松
林
〉が
目
に
入
る「
大
阪
の
郊
外
」へ
と
移
住
し

た
。
生
活
が
落
ち
着
い
て
く
る
と
、
創
作
を
始
め
ら
れ
る
環
境
も
整
う
が
、

彼
女
は
そ
れ
を
せ
ず
、
自
分
の
生
き
ざ
ま
を
振
り
返
っ
て
は
、
次
の
よ
う
な

「
疑
」に
苛
ま
れ
て
し
ま
う
。

　
　

�　

が
、
彼
女
の
結
婚
は
果
し
て
妹
の
想
像
通
り
、
全
然
犠
牲
的
な
そ
れ

で
あ
ら
う
か
。
さ
う
疑
を
挾
む
事
は
、
涙
の
後
の
彼
女
の
心
へ
、
重
苦
し

い
気
持
ち
を
拡
げ
勝
ち
で
あ
つ
た
。
信
子
は
こ
の
重
苦
し
さ
を
避
け
る

為
に
、
大
抵
は
じ
つ
と
快
い
感
傷
の
中
に
浸
つ
て
ゐ
た
。
そ
の
う
ち
に

外
の
松
林
へ
一
面
に
当
つ
た
日
の
光
が
、
だ
ん
だ
ん
黄
ば
ん
だ
暮
方
の

色
に
変
つ
て
行
く
の
を
眺
め
な
が
ら
。

　

つ
い
で
、「
二
」で
あ
る
。
ま
ず「
結
婚
後
彼
是
三
月
ば
か
り
は
、
あ
ら
ゆ
る

新
婚
の
夫
婦
の
如
く
、
彼
等
も
亦
幸
福
な
日
を
送
つ
た
」こ
と
が
語
ら
れ
る
。

そ
の
具
体
例
と
し
て
、
休
日
は
舞
子
な
ど
に
出
か
け
る
こ
と
も
あ
っ
た
と
明

か
さ
れ
る
一
方
で
、
夫
が
留
守
の
平
日
に
つ
い
て
は
言
及
が
な
く
、
そ
れ
ゆ

え
、
夫
の
帰
り
を
待
つ
だ
け
の
日
々
で
あ
っ
た
こ
と
を
読
ま
せ
て
い
る
。
や

が
て「
長
い
間
、
捨
て
て
あ
つ
た
創
作
を
思
ひ
出
し
た
」彼
女
は
、
こ
こ
で
よ

う
や
く
執
筆
を
試
み
る
も
、
筆
は
進
ま
な
い
。

　
　

�　

夫
は
そ
の
話
を
聞
く
と
、「
愈
女
流
作
家
に
な
る
か
ね
。」と
云
つ
て
、

女
の
や
う
な
口
も
と
に
薄
笑
ひ
を
見
せ
た
。
し
か
し
机
に
は
向
ふ
に
し

て
も
、
思
ひ
の
外
ペ
ン
は
進
ま
な
か
つ
た
。
彼
女
は
ぼ
ん
や
り
頬
杖
を
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つ
い
て
、
炎
天
の
松
林
の
蝉
の
声
に
、
我
知
れ
ず
耳
を
傾
け
て
ゐ
る
彼

女
自
身
を
見
出
し
勝
ち
で
あ
つ
た
。

　

た
だ
、
こ
の
と
き
は「
口
も
と
に
薄
笑
ひ
を
見
せ
」て
お
り
、
ま
だ
夫
に
も

余
裕
が
感
じ
ら
れ
る
。
そ
れ
が「
残
暑
が
初
秋
へ
振
り
変
ら
う
と
す
る
時
分
」

に
な
る
と
、
夫
の
態
度
も
露
骨
に
硬
化
す
る
。
平
岡
敏
夫
が「〈
秋
〉へ
の
移

行
が
転
機
と
な
っ
て
い
る
こ
と
に
注
意
し
た
い

（
11
（

」と
指
摘
し
て
い
る
と
お
り
、

夫
婦
の
間
に
も
、
秋
風
が
吹
く
よ
う
に
な
る
。
信
子
は「
十
二
時
過
ぎ
て
も
、

ま
だ
夫
が
会
社
か
ら
帰
つ
て
来
な
い
晩
」に「
今
夜
は
僕
が
帰
ら
な
か
つ
た

か
ら
、
余
つ
程
小
説
が
捗
取
つ
た
ら
う
。」な
ど
と
言
わ
れ
、
涙
す
る
。
か
と

思
え
ば
、「
亦
翌
日
に
な
る
と
、
自
然
と
仲
直
り
が
出
来
上
つ
て
ゐ
た
。
そ
ん

な
事
が
何
度
か
繰
返
さ
れ
る
内
に
、
だ
ん
だ
ん
秋
が
深
く
な
つ
て
来
た
。」と

い
う
よ
う
に
、
不
安
定
な
日
々
を
送
る
よ
う
に
な
っ
た
と
さ
れ
る
。
漠
然
と
、

季
節
や
時
間
が
過
ぎ
た
と
せ
ず
、「
秋
が
深
く
な
つ
て
来
た
」と
表
現
し
て
い

る
と
こ
ろ
に
、
本
作
に
お
け
る
、
暗
示
的
な
手
法
が
見
て
取
れ
る
。
つ
ま
り
、

「
秋
」と
い
う
語
に
、
心
境
の
移
ろ
い
を
匂
わ
せ
つ
つ
、
物
語
が
進
め
ら
れ
て

い
く
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
何
に
対
す
る「
秋
」な
の
か
。
夫
か
創
作
か
生
活

か
、
あ
る
い
は
そ
れ
ら
を
ひ
っ
く
る
め
て
現
実
な
の
か
、
そ
の
点
に
つ
い
て

は
読
み
手
に
ゆ
だ
ね
ら
れ
て
い
る
。
な
お
、
こ
の
頃
に
は
、
文
壇
で
の
俊
吉
の

活
躍
が
目
に
つ
く
よ
う
に
な
り
、
信
子
も
気
持
ち
を
入
れ
変
え
、
生
活
に
張

り
が
出
る
様
子
も
描
か
れ
て
い
る
。
こ
の
あ
た
り
の
目
ま
ぐ
る
し
い
心
境
の

変
化
は
、
さ
な
が
ら
秋
の
空
の
よ
う
で
も
あ
る
。

　

か
よ
う
に
作
品
も
、
ま
さ
に
秋
一
色
に
染
ま
り
ゆ
く
こ
ろ
、
信
子
の
も
と

に
、
母
か
ら
の
手
紙
が
届
く
。

　
　

�　

そ
の
手
紙
の
中
に
は
又
、
俊
吉
が
照
子
を
迎
へ
る
為
に
、
山
の
手
の

或
郊
外
へ
新
居
を
設
け
た
事
も
つ
け
加
へ
て
あ
つ
た
。
彼
女
は
早
速
母

と
妹
と
へ
、
長
い
祝
ひ
の
手
紙
を
書
い
た
。「
何
分
当
方
は
無
人
故
、
式

に
は
不
本
意
な
が
ら
参
り
か
ね
候
へ
ど
も
…
…
」
―
―
そ
ん
な
文
句
を

書
い
て
ゐ
る
内
に
、（
彼
女
に
は
何
故
か
わ
か
ら
な
か
つ
た
が
、）筆
の

渋
る
事
も
再
三
あ
つ
た
。
す
る
と
彼
女
は
眼
を
挙
げ
て
、
必
外
の
松
林

を
眺
め
た
。
松
は
初
冬
の
空
の
下
に
、
簇
々
と
蒼
黒
く
茂
つ
て
ゐ
た
。

　

そ
し
て
、
話
は「
翌
年
の
秋
」が
描
か
れ
る「
三
」へ
と
移
っ
て
い
く
。
信
子

は
久
し
ぶ
り
に
東
京
に
戻
り
、
妹
夫
婦
の
家
を
訪
れ
る
こ
と
に
な
る
。
夫
は

同
伴
せ
ず
、
独
り
で
の
訪
問
で
あ
る
。
妹
夫
婦
の
家
も
、
故
意
か
偶
然
か
、
俊

吉
一
人
し
か
い
な
か
っ
た
。
俊
吉
自
身
は「
今
日
来
よ
う
と
は
思
は
な
か
つ

た
。」と
述
べ
て
い
る
も
の
の
、
の
ち
に
帰
っ
て
く
る
妻
、
つ
ま
り
妹
の
照
子

か
ら
は
疑
惑
の
目
を
向
け
ら
れ
て
い
る
。
と
も
か
く
こ
こ
で
信
子
と
俊
吉
の

二
人
は
水
入
ら
ず
の
時
間
を
過
ご
し
、
近
況
報
告
に
も
花
が
咲
い
て
い
る
の

だ
が
、「
時
々
は
し
か
し
沈
黙
が
、
二
人
の
間
に
来
る
事
も
あ
つ
た
。」
と
い

う
。
そ
こ
に
続
く
の
が
、
先
に
引
用
し
た
信
子
の「
か
す
か
に
何
か
を
待
つ
心

も
ち
」の
場
面
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
待
て
ど「
俊
吉
は
す
ぐ
に
話
題
を
見
つ
け
て
、
何
時
も
そ
の
心

も
ち
を
打
ち
破
」り
、
何
も
起
き
な
い
。
信
子
は
、
こ
こ
で
も「
何
か
を
待
つ
」

て
し
ま
っ
た
こ
と
で
、
視
界
の
悪
い
現
状
を
、
よ
り
曇
ら
せ
て
し
ま
っ
た
。
な

ぜ
彼
女
は
待
つ
の
か
、
あ
る
い
は
、
な
に
が
彼
女
を
待
た
せ
た
の
か
、
本
作
は

そ
の
問
い
を
読
者
に
投
げ
か
け
て
い
る
。

　

そ
の
後
、
意
味
深
な「
鶏
」の
話
な
ど
で
盛
り
上
が
り
つ
つ
、
夕
食
を
終
え
、
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そ
の
日
は
泊
ま
る
こ
と
に
な
る
。

　

寝
る
前
に
俊
吉
は
、「
誰
を
呼
ぶ
と
も
な
く「
ち
よ
い
と
出
て
御
覧
。
好
い

月
だ
か
ら
。」と
声
を
か
け
た
」。
こ
れ
に
応
じ
た
の
は
、
妻
の
照
子
で
は
な
く

信
子
で
あ
っ
た
。
二
人
は「
十
三
夜
」の
月
の
下
、
鶏
小
屋
を
覗
き
、
静
か
に

言
葉
を
交
わ
す
。
そ
し
て
、
こ
の
と
き
の
照
子
は
、「
夫
の
机
の
前
に
、
ぼ
ん

や
り
電
燈
を
眺
め
て
」待
ち
か
ま
え
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
心
中
は
穏
や
か
で

な
い
。

　
　

�　

二
人
が
庭
か
ら
返
つ
て
来
る
と
、
照
子
は
夫
の
机
の
前
に
、
ぼ
ん
や

り
電
燈
を
眺
め
て
ゐ
た
。
青
い
横
ば
ひ
が
た
つ
た
一
つ
、
笠
に
這
つ
て

ゐ
る
電
灯
を
。

　

翌
日
の「
四
」で
、
俊
吉
は「
好
い
か
い
。
待
つ
て
ゐ
る
ん
だ
ぜ
。
午
頃
ま
で

に
や
き
つ
と
帰
つ
て
来
る
か
ら
。」と
言
い
残
し
、
外
出
し
て
し
ま
う
。
残
さ

れ
た
の
は
姉
妹
だ
け
で
あ
る
。
前
夜
の
一
件
は
さ
て
お
き
、
照
子
は
姉
に
話

し
た
い
こ
と
が
尽
き
な
い
よ
う
で
あ
る
が
、「
信
子
の
心
は
沈
ん
で
ゐ
た
。」。

そ
の
理
由
は
、
や
は
り
語
ら
れ
な
い
も
の
の
、
次
の
場
面
は
、
こ
の
と
き
の
信

子
の
心
中
を
垣
間
見
せ
て
い
る
。

　
　

�　
「
照
さ
ん
は
幸
福
ね
。」
―
―
信
子
は
頤
を
半
襟
に
埋
め
な
が
ら
、
冗

談
の
や
う
に
か
う
云
つ
た
。
が
、
自
然
と
其
処
へ
忍
び
こ
ん
だ
、
真
面
目

な
羨
望
の
調
子
だ
け
は
、
ど
う
す
る
事
も
出
来
な
か
つ
た
。

　

妹
に「
真
面
目
な
羨
望
」を
隠
せ
な
い
の
は
、
自
身
の
現
状
、
つ
ま
り「
大

阪
の
郊
外
」に
戻
れ
ば
、
ま
た
ど
こ
か
満
た
さ
れ
な
い
日
々
を
送
ら
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
こ
と
を
思
い
起
こ
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。「
高
商
出
身
の
」エ

リ
ー
ト
商
社
マ
ン
の
妻
と
し
て
、
社
会
的
地
位
も
手
に
し
、
お
そ
ら
く
物
質

的
に
も
満
た
さ
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
彼
女
は
長
き
に
わ
た
り
、「
幸

福
」を
感
じ
取
る
こ
と
が
で
き
ず
に
い
る
。
そ
し
て
、
次
の
言
葉
に
よ
っ
て
、

い
よ
い
よ
妹
と
諍
っ
て
し
ま
う
。

　
　

�　
「
御
姉
様
だ
つ
て
幸
福
の
癖
に
」と
、
甘
へ
る
や
う
に
つ
け
加
へ
た
。

そ
の
言
葉
が
ぴ
し
り
と
信
子
を
打
つ
た
。

　
　

�　

彼
女
は
心
も
ち
眶
を
上
け
て
、「
さ
う
思
つ
て
？
」と
問
ひ
返
し
た
。

　

こ
こ
は
先
に
も
指
摘
し
た
と
お
り
、「
一
」で
記
さ
れ
た
言
葉
と
対
に
な
っ

て
い
る
重
要
な
場
面
で
あ
る
。
こ
の
瞬
間
、
照
子
は
、
姉
が「
幸
福
」で
な
い

こ
と
を
悟
り
、
そ
の
応
答
に
正
体
が
現
れ
た
と
見
て
、「
ぢ
や
御
姉
様
は
―
―

御
姉
様
は
何
故
昨
夜
も
―
―
」と
問
い
質
す
が
、
そ
の
後
に
つ
い
て
は
描
か

れ
ず
、
真
相
は
や
は
り
不
明
で
あ
る
。
た
だ
、「
寝
る
前
」と
い
う
時
間
帯
や
、

「
十
三
夜
」が
明
る
い
月
で
あ
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
密
会
で
は
な
く
、
照
子

の
誤
解
と
い
う
可
能
性
も
払
拭
で
き
な
い
。

　

そ
し
て
、「
彼
女
は
従
兄
の
帰
り
も
待
た
ず
」、
出
た
こ
と
が
示
唆
さ
れ
る
。

駅
に
向
か
う
途
中
、
俊
吉
と
す
れ
違
う
も
、「
彼
女
は
又
た
め
ら
つ
た
。」。
そ

し
て
、
本
作
は
次
の
よ
う
に
終
わ
る
。

　
　
　
「
秋
―
―
」

　
　

�　

信
子
は
う
す
ら
寒
い
幌
の
下
に
、
全
身
で
寂
し
さ
を
感
じ
な
が
ら
、

し
み
じ
み
か
う
思
は
ず
に
は
ゐ
ら
れ
な
か
つ
た
。

　

な
お
、
同
時
代
の
辞
書

（
11
（

に
は「
待
つ
」と
い
う
言
葉
が
、
次
の
と
お
り
解
説

さ
れ
て
い
る
。

　
　

一
、
物
事
の
来
た
ら
ん
こ
と
を
望
み
居
る
。

　
　

二
、
用
意
し
ゐ
て
、
来
た
る
べ
き
物
事
を
迎
ふ
。
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三
、
た
く
は
へ
置
き
て
後
の
用
と
す
。

　
「
待
つ
」に
は
、お
も
に
期
待
と
待
機
の
意
味
が
あ
る
。
そ
し
て
、作
品「
秋
」

は
、
見
て
き
た
と
お
り
、
信
子
の
期
待
と
待
機
と
が
幾
度
と
な
く
挿
入
さ
れ

る
形
で
、
物
語
が
進
行
し
て
い
た
。
ま
た
、〈
松
〉に
つ
い
て
も
、
心
象
風
景
を

映
す
程
度
の
用
法
に
と
ど
ま
ら
ず
、「
待
つ
」を
連
想
さ
せ
、
そ
の
場
面
へ
の

注
意
を
促
し
、
さ
ら
に
、
そ
の
是
非
に
つ
い
て
考
え
さ
せ
る
点
で
、
構
成
上
で

も
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
。

　
〈
松
林
〉の
中
に
あ
る
家
は
、
信
子
の
よ
う
に
観
念
ば
か
り
が
先
行
し
て
、

「
何
か
を
待
つ
」こ
と
の
多
い
性
格
で
は
、
お
の
ず
と
思
索
が
深
ま
る
場
所
で

あ
る
。「
秋
」は
、
時
代
を
と
き
め
く
才
媛
と
し
て
華
や
か
に
生
き
る
こ
と
を

期
待
し
、
ま
た
期
待
さ
れ
な
が
ら
も
、
常
日
頃
か
ら
待
ち
、
ま
た
待
た
さ
れ
た

た
め
、
幸
福
を
感
じ
取
る
こ
と
が
で
き
な
い
女
性
の
姿
が
描
か
れ
た
作
品
で

あ
っ
た
。
時
代
と
の
か
か
わ
り
で
付
言
す
る
な
ら
、
先
行
研
究
で
も
指
摘
さ

れ
て
い
る
と
お
り
、
書
く
こ
と
に
よ
っ
て
自
己
実
現
を
企
図
し
た〈
新
し
い

女
〉の
、
待
た
ざ
る
を
え
な
い
現
実
を
、
松
林
に
閉
じ
込
め
る
形
で
、
鋭
く
描

き
出
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
か
。

　

信
子
が「
寂
し
い
諦
め
」を
も
っ
て
眺
め
る「
冷
や
か
な
秋
の
空
」は
、「
大

阪
の
郊
外
」の〈
松
林
〉と
繋
が
っ
て
い
る
秋
の
空
な
の
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
付
記

　
「
秋
」本
文
の
引
用
は
、『
中
央
公
論
』（
大
正
（
・
（
）に
掲
載
さ
れ
た
初
出
に
拠
っ
た
。

ま
た
、
旧
字
は
新
字
に
改
め
、ル
ビ
・
傍
点
は
省
略
し
た
。

　
　
　
注

（
（
）��

久
米
正
雄「
続
七
月
の
文
壇（
二
）」（『
時
事
新
報
』、
大
正
（
・
（
・
（（
）

（
（
）��

須
藤
鐘
一「
五
月
の
文
壇
」（『
文
章
世
界
』、
大
正
（
・
（
）

（
（
）��

上
司
小
剣「
花
見
月
の
文
壇（
九
）」（『
読
売
新
聞
』、
大
正
（
・
（
・
（（
）。
な
お
、

こ
こ
で
の
傍
線
は
引
用
者
に
よ
る
も
の
で
、
本
稿
中
の
他
の
傍
線
も
す
べ
て
同
様

で
あ
る
。

（
（
）��

秀
し
げ
子「
根
本
に
触
れ
た
描
写
」（『
新
潮
』、
大
正
（
・
（0
）

（
（
）��

関
口
安
義「
秋
」の
梗
概（『
芥
川
龍
之
介
全
作
品
事
典
』、
平
成
（（
・
（
、
勉
誠
出

版
）

（
（
）��

竹
内
眞『
芥
川
龍
之
介
の
研
究
』（
昭
和
（
・
（
、
大
同
館
書
店
）

（
（
）��

和
田
繁
二
郎「
芥
川
の「
秋
」に
つ
い
て
」（『
立
命
館
文
学
』、
昭
和
（（
・
（
）

（
（
）��

三
好
行
雄「
芥
川
龍
之
介
の
あ
る
終
焉　

仮
構
の
生
の
崩
壊
」（『
国
文
学
』、
昭
和

（（
・
（（
）

（
（
）��

蒲
生
芳
郎「
芥
川
龍
之
介『
秋
』私
見
―
信
子
の
造
型
を
め
ぐ
っ
て
」（『
キ
リ
ス
ト

教
文
化
研
究
所
研
究
年
報
』、
平
成
（
・
（
）

（
（0
）��

菊
地
弘「
芥
川
龍
之
介『
秋
』私
見
」（『
日
本
文
学
』、昭
和
（（
・
（
）、佐
藤
嗣
男「〈
方

法
と
し
て
の
歴
史
小
説
〉の
成
熟
―
『
秋
』に
見
る
芥
川
文
学
の
飛
翔
」（『
文
学
と

教
育
』、
昭
和
（（
・
（
）、
海
老
井
英
次「「
秋
」の
象
徴
性
―
別
稿
と
の
比
較
を
中

心
に
―
」（『
文
学
論
輯
』、
昭
和
（（
・
（（
）な
ど
。

（
（（
）��

神
田
由
美
子「
秋
」（
海
老
井
英
次
・
宮
坂
覚
編『
作
品
論　

芥
川
龍
之
介
』、
平
成

（
・
（（
、
双
文
社
出
版
）

（
（（
）��

西
山
康
一「
芥
川
作
品
の
語
り
出
さ
れ
る<

場
所>

―「
秋
」を
め
ぐ
っ
て
―
」（『
芸

文
研
究
』、
平
成
（0
・
（
）

（
（（
）��

野
田
康
文「
芥
川
龍
之
介「
秋
」の
創
作
方
法
―
崩
壊
す
る
物
語
と
物
語
の
完
成
」

（『
福
岡
大
学
日
本
語
日
本
文
学
』、
平
成
（（
・
（（
）

（
（（
）��

中
村
清
治「
同
性
愛
と
異
性
愛
の
狭
間
で
―
芥
川
龍
之
介『
秋
』試
論
」（『
日
本
文

芸
研
究
』、
平
成
（（
・
（
）、
溝
部
優
実
子「「
秋
」論
―
〈
書
く
女
〉と
し
て
の
信
子
」

（『
芥
川
龍
之
介
研
究
年
誌
』、
平
成
（（
・
（
）、
五
島
慶
一「
女
に
小
説
は
書
け
る

か
―
芥
川
龍
之
介「
秋
」に
於
け
る
女
性
表
象
―
」（『
女
性
・
こ
と
ば
・
表
象
―
ジ
ェ

ン
ダ
ー
論
の
地
平
』、
平
成
（（
・
（
、
大
阪
教
育
図
書
）な
ど
。

（
（（
）��
金
子
佳
高「
正
系
知
識
人
を
特
権
化
す
る
差
異
化
戦
略
―
芥
川
龍
之
介「
秋
」に
お

け
る〈
イ
ン
テ
リ
女
性
〉と〈
新
中
間
層
〉
―
」（『
文
芸
研
究
』、
令
和
元
・
（
）

（
（（
）��
浜
川
勝
彦
は「
中
心
で
あ
る
は
ず
の
信
子
す
ら
も
、
自
ら
の
心
を「
な
ぜ
だ
か
分
か

ら
な
か
つ
た
」を
繰
り
返
す
有
様
で
あ
り
、
さ
ら
に
彼
女
を
離
れ
た
根
拠
不
確
か
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な
噂
と
い
う
刷
毛
で
、
表
現
の
明
確
な
線
を
ぼ
か
し
て
し
ま
う
。
要
す
る
に「
曖
昧

性
」と
い
う
特
徴
か
ら
成
り
立
っ
て
い
る
。」（「「
秋
」を
読
む
―
才
媛
の
自
縄
自
縛

の
悲
劇
」（『
国
文
学
』、
平
成
（
・
（
））と
し
、
山
崎
甲
一
は「
簡
潔
で
含
み
の
多

い
、
暗
示
的
、
象
徴
的
な
文
体
」（「「
秋
」
―
彼
等
三
人
の
内
面
の
劇
」（『
ア
プ
ロ
ー

チ　

芥
川
龍
之
介
』、
平
成
（
・
（
、
明
治
書
院
））と
し
て
い
る
。

（
（（
）��
関
口
安
義�

「
寂
し
い
諦
め
─
芥
川
龍
之
介『
秋
』の
世
界
─
」（『
国
文
学
論
考
』、
昭

和
（（
・
（
）

（
（（
）��「
謡
曲
拾
葉
抄
巻
一�

高
砂
」（
本
居
豊
頴
等
校『
国
文
註
釈
全
書�

第
（
編
』、
大
正

（
・
（
、
皇
学
書
院
）に
は
、
次
の
と
お
り
あ
る
。

　
　

�　

�　

松
は
是
常
住
不
変
の
形
を
あ
ら
は
し
和
漢
共
に
賞
レ
之　

世
阿
弥
口
伝
抄
云

高
砂
は
松
の
目
出
度
威
徳
を
作
る
も
の
な
れ
は
初
春
に
是
を
う
た
ひ
初
る
也

云
々

（
（（
）��

注
（（
と
同
じ
。

（
（0
）��

石
谷
春
樹「
芥
川
龍
之
介「
秋
」試
論
―
記
号
論
的
ア
プ
ロ
ー
チ
」（『
皇
学
館
論
叢
』、

平
成
（
・
（
）

（
（（
）��

文
盛
業「
芥
川
龍
之
介
の「
秋
」考
―
そ
の
観
念
の
空
間
」（『
国
学
院
大
学
大
学
院

紀
要
』、
平
成
（（
・
（
）

（
（（
）��

別
稿「
芥
川
龍
之
介「
秋
」考
察
―
〈
松
林
〉の
あ
る「
大
阪
の
郊
外
」に
つ
い
て
」

を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
（（
）��

大
久
保
高
城
編
著『
最
近
の
大
阪
市（
増
補
訂
正
三
版
）
』（
大
正
（
・
（
、
藤
村

文
治
）か
ら
の
引
用
で
あ
る
。
本
書
は
、
当
時
の
前
大
阪
市
長
植
村
俊
平
と
前
大

阪
市
会
議
長
中
橋
徳
五
郎
が
序
を
書
き
、
二
版
は『
東
京
朝
日
新
聞
』（
大
正
元
・

（0
・
（（
）の
書
評
欄
で
も「
大
阪
市
の
市
街
の
発
展
、
政
治
経
済
教
育
警
察
言
論
界

有
ら
ゆ
る
方
面
に
つ
い
て
紹
介
し
た
も
の
」と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。

（
（（
）��

森
田
た
ま『
ふ
る
さ
と
の
味
』（
昭
和
（（
・
（
、
講
談
社
）

（
（（
）��

平
岡
敏
夫「「
秋
」
―
そ
の
意
味
す
る
も
の
」（『
一
冊
の
講
座　

芥
川
龍
之
介
』、
昭

和
（（
・
（
、
有
精
堂
出
版
）

（
（（
）��

上
田
万
年
・
松
井
簡
治『
大
日
本
国
語
辞
典�

第
（
巻
』（
大
正
（
・
（（
、
金
港
堂
）

�

（
二
〇
二
〇
年
七
月
三
日
掲
載
決
定
）
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