
梶

井

基

次

郎

私

観

ー
レ
モ
ン
か
ら
檸
檬
へ
i

小
田
桐

弘

子

要

旨
も
し
、
「
ミ

ニ
ヨ
ン
の
歌
」
が

「
レ
モ
ン
の
木

は
花
咲
き
…
」

で
は
な
く
原
詩

の
通
り

幣

目

ω
包
信
畠
ω
霊
昌
α
の
直
訳

で
は
じ
ま

っ
て
い
た
ら
ど
う

で
あ

っ
た
ろ
う
か
。

「
レ
モ
ン
」

の
訳
語

に
よ

っ
て
日
本
近
代
詩
史

が
始
ま

っ
た
こ
と
は
既
に
先
学

に
よ
り
、
実
証

さ
れ
て

い
る
と

こ
ろ
で
あ
る
。

小
論
は
、
こ

の
レ
モ
ン
か
ら
の
連
想

で
あ
る
梶
井
基
次
郎

の

「檸
檬
」
を

つ
な

い
で
、
私
観
を
述

べ
た
も

の
で
あ

る
。

(1>

 

キ

ー
ワ

ー

ド

"
ミ

ニ
ヨ

ン
、

レ

モ

ン
、

明
治

浪

漫
主
義

、

モ
ダ

ニ
ス

ム
、

憧

憬
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は
じ

め
に

私
に
と

っ
て
、

レ
モ
ン
は
果
物
屋

の
店
頭

に
か
ざ
ら
れ
て

い
る
よ
り
も
、
翻
訳
詩
集

『於
母
影
』

の
ゲ
ー
テ
の

「
ミ

ニ
ヨ
ン
の
歌
」

の
冒
頭
か
ら
は

っ
き
り
と
イ

リ

モ

ネ

メ
ー
ジ
さ
れ
る
レ
モ
ン
で
あ

っ
た
。
も
し
森
鴎
外
が
後
に
翻
訳
し
た

『即
興
詩
人
』

の
訳
語

の
よ
う
に
、

「檸
檬
」
と
表
記
し
た
と
し
た
ら
、

い
か
が
で
あ

っ
た

で

あ
ろ
う
。
明
治

二
十
年
代

の
読
者
に
は
、

ハ
イ

カ
ラ
さ
と
、
新
鮮

さ
は
よ
ほ
ど
違

っ
て
受
け
と
め
ら
れ
た

で
あ

ろ
う
と
、
想
像
さ
れ
る
。

「
レ
モ
ン
」

の
木
は
花
さ
き
く
ら
き
林

の
中
に

こ
が
ね
色

し
た
る
柑
子
は
枝
も

た
わ

・
に
み
の
り

青
く
晴
れ
し
空
よ
り
し
ず

や
か
に
風
吹
き

「
、、、
ル
テ
」

の
木

は
し
ず
か
に

=
フ
ウ
レ
ル
L

の
木
は
山.同
く

幻

く
も

に
そ
び
え

て
立

て
る
国
を
し
る
や
か
な
た

へ

ー

君
と
共
に
ゆ
か
ま
し

箒

口
昌
ω
け
α
ニ

ユ
餌
ω
鍔

口
9

≦
O

a
①
§

貫
O
口
①
コ

σ
言
げ
戸

H
日

創
ロ
コ
吋
①
ぎ

冨

二
げ

象

①
O
o
冠

o
『
鯖5

αΩ
①
ロ
伽q
露

ゴ
戸

国
貯

ω
曽
ロ
陣
q

ぞ
≦
口
α
<
O
日

げ
冨
ロ
①
昌

口
瞭
日
日

色

ミ
①
ゴ
戸

】)
帯

ζ

旨

O
の
叶
崖

虞
口
盛
び
o
O
げ

O
O
同
冒

吾

Φ
興

ω
件O
臣

博

}(
①
口
口
の
辞
O
β

Φ
ω
≦
6
げ
一
"】)

缶
げ
一　

回
∪
9
げ
一口

]≦

α
o
ゴ
け
.同O
げ

日

淳

臼

5

0

日

①
貯

O
Φ
目
①
耳

①
が

N
圃Φ
げ
口

同



ド
イ

ッ

の
よ
う

に

や

や
灰
色

の
季

節

の
方

が
長

い
国

の
人

、

ゲ

ー

テ

に
と

り

、

す

っ
き

り

と
晴

れ

て

青

い
空

の
国

イ

タ
リ

ー

へ
の
憧

れ

は

、

.、N
畔

8

①
昌
げ
露
巨

、

O
o
置

○
轟
昌
ぴq
魯

ひq
露
巨

.、

レ
モ
ン
の
木

の
花
が
咲

い
て
い
て
、
金
色

の
柑
子
が
枝
も
た
わ
わ
に
実

っ
て
い
る
ー

に
象
徴
さ
れ
て

い
る
。
ま
し
て
、
森
鴎
外
訳

の

「
青
く
晴

れ
し
空
」
は
原
語

で
は
、
..匡
き
①
口
国
ぎ

日
色
、、
で
、
鴎
外
訳

の
よ
う

に

"青
く
晴
れ
し
空
"

で
は
な

い
。
理
屈
を
言
え
ば
、
"
青

い
"

の
は
晴

れ
て

い

る
か
ら

で
あ
る
が
、
原
詩

の
各
行
十
音
節
に
対

し
て
、
鴎
外

は
二
十
音
に
す

る
た
め
に
工
夫

し
た

の
で
あ
ろ
う
と
、
す
で
に
多
く

の
先
学

に
よ
り

い
わ
れ
て

い
る
。

色
彩
的
に
は
青
空

の
し
た

で
、
「
こ
が
ね
色
し
た

る
柑
子
は
枝
も

た
わ
わ
に
み
の
」

っ
て

い
る
ほ
う
が
、
イ
メ
ー
ジ
と
し

て
は
、
強

い
。
し
か
し
、
冒
頭

の

■
レ
モ

ン
の
木

は

花
さ
き
」

の
カ
タ
カ
ナ
表
記

の

「
レ
モ
ン
」
は
、

こ
の
詩

に

つ
い
て
、
背
景
に

つ
い
て
何
ら
知
識
を
も
た
な

い
者
に
も
、
さ
わ
や
か
さ
を
感
じ
さ
せ
る
。

平
川
祐
弘
氏
の

『東

の
橘

西

の
オ

レ
ン
ジ
』
に
お

い
て
、
オ
レ
ン
ジ

の
比
較
文
学

・
文
化
史
的
背
景

や
魅
力

が
、
語
ら
れ
て
い
る
。

「
ミ

ニ
ヨ
ン
の
歌
」

に
も
詳

(
1
)

し
く
、
言
及
さ
れ
て
い
て
、
興
味
深
く
、
多
く
示
唆
を

い
た
だ

い
た
。

翻
訳
詩
集

『於
母
影
』
が
世
に
で
た
明
治
二
十

二
年
頃
、
「
レ
モ
ン
」

は

一
般

の
人

々
の
眼
に
は
い

っ
た

で
あ

ろ
う

か
。
「
ミ

ニ
ヨ
ン
の
歌
」

の
当
時

の
読
者
た
ち

3ー

に
冒
頭

の

「
レ
モ
ン
」

の

一
語
は
、
食
し
た
こ
と
は
な

い
け
れ
ど
、
さ
わ
や
か
さ
、
新
し
さ
を
ま
ず
感
じ
た
の
で
は
な

い
だ

ろ
う

か
。
こ

の
詩
を
は
じ
め
て
読
ん
だ

ー

頃
か
ら

の
私

の
疑
問
は
、
今
も
も
ち
続
け

て
い
て
、
ま
だ
調
べ
尽
く
し
て
い
な

い
が
、
何
故

..§
#
o
ロ
自

、.
を
英
語
で

「
レ
モ
ン
」
と
訳
し
た

の
で
あ
ろ
う

か
?
と

い

う

こ
と

で
あ
る
。
N
罵
8
①
は

「
レ
モ
ン
」
と
現
代

の

『独
語
辞
書
』

に
も
訳
さ
れ

て
い
る
が
、
明
治
も

二
十
年
代
、
日
本
人
に
は
レ
モ
ン
も

シ
ト

ロ
ン
も
と
も

に
、

書
物

で
見

る
だ
け

で
あ

っ
た
で
あ

ろ
う
。

冒
頭

で
ふ
れ
た
よ
う

に
、
鴎
外
は
後

の
明
治

二
十
五
年
か
ら
三
十
四
年
に
か
け

て
、

ア
ン
デ
ル
セ
ン
の

『即
興
詩
人
』
を
訳
出
し
た
。
こ
こ
で
は
、
北
欧

の
人
ア

ン
デ
ル
セ
ン
は
同
じ
く
デ
ン

マ
ー
ク
出
身

の
登
場
人
物

が
、
イ
タ
リ
ー
の
南
部

の
ナ
ポ
リ
に
向
か
う
途
中
に
、
目
に
し
た
果
樹
園

の
風
景
を
イ

メ
ー
ジ
豊

か
に
記
し

か
う

じ

ハ
リ
モ
ネ
　

て

い
る
。

こ

の
中

で
は
、

「
柑

子

」

±
檸
檬

」

と

ル
ビ

が
付

さ

れ

て

い

て
、

一
レ

モ

ン
」

で

は
な

い
。
し

か

も

、
何

故

か

「
檸

檬
」

の
ル
ビ

に

は

く

V

で
囲

っ
て

い
る
。

「
ミ

ニ
ヨ

ン

の
歌

」

の
純

然

た

る
色

彩

を

ぬ

き
だ

す

と

、

レ

モ

ン
よ

り

、

「
こ
が
ね

色

し

た

る
柑

子

は
え

だ

も

た

わ

わ

に
み

の
り
」
、、O
O
匡
o
鑓
口
ひq
①
口
ぴq
冨
ぎ

.、

の
方

が

強

い
が

、
清

々
し

さ
、
明

る
さ
は

第

一
語

の
カ

タ

カ

ナ
表

記

の

「
レ
モ

ン
」

に
よ

る
と

こ
ろ
大

で
あ

る
。

因

み
に

、

「犀

①
日
津
N
貯

o
口
①
レ

モ

ン
入
り

紅
茶

、

レ

モ
ン

テ
ィ

ー
」

と
、

示

さ

れ

て

い
る
。

し

か

し

、

昭
和

十

二
年

三

月

に
は

じ

め

に
編
纂

さ

れ

た
白

水
社

の

梶
井
基
次
郎
私
観
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仏
和
辞
書

の

〈浮
σ
〉

の
項
目
に
は

〈昏
σ
8
ヨ
宮
2

紅
茶
と
ク
リ
ー
ム
と
バ
タ
附
巻

パ
ン
な
ど
〉
と
説
明
が
付

さ
れ
て
い
る
。

コ
ー
ヒ
ー
を
よ
り
多
く
飲
む
習
慣

の

国

で
あ

る
か
ら

で
あ

ろ
う
か
。

フ
ラ
ン
ス
語

の

〈
o
犀
『o
⇒
〉

に
も
、

〈爵
σ
〉

は
な
く

て
、

〈。
頃貫
8
口
9

レ
モ
ン
の
ジ

ャ
ム
〉
、

〈。
凶貫
o
目

巴

ρ

レ
モ
ン
水
〉

と
あ
り
、

日
本
式
英
語
表

現
で
あ

る
レ
モ
ン

・
テ
ィ
ー
と

い
う
語
は
使

わ
れ

て
い
な

い
、
と

い
う

こ
と

は
、

一
九
三
〇
年
代
に
は
す
く
な
く
と
も
、

ヨ
ー

ロ
ッ
パ
で
は
日
常

的

・
習
慣
的
に
あ
ま
り
飲
用
さ
れ

て
い
な
か

っ
た
か
ら
と

い
え
る
。

鴎
外
が
ド
イ

ツ
で
の
四
年
余

に
わ
た
る
留
学
か
ら
帰
国
し
て
、

『於
母
影
』
を
世
に
問
う
た
明
治

二
十
二
年
か
ら

二
十
三
年
頃
、
レ
モ
ン
は
ま
だ
日
本

で
は
生
産

さ
れ

て
い
な
か

っ
た
。
ま
た
、
紅
茶
を

の
む
習
慣
も
ご
く

一
部

の
人
々
の
も

の
で
あ

っ
た
で
あ
ろ
う
し
、
ま
た
紅
茶
に
し
て
も
レ
モ
ン

・
テ
ィ
ー
よ
り
も
、
英
国
風

の
ミ
ル
ク

・
テ
ィ
ー

の
方
が
ま
だ
し
も
飲
ま
れ
て
い
た

の
で
は
な

い
だ
ろ
う

か
。

因

み
に
古

い
文
献
か
ら
も
採
集
さ
れ
た

『植
物
和
漢
異
名
辞
林
』

の

「
れ
も

ん
」

の
項
目

に
は
、
〈
檬

(
へ
ん
る
う
だ
科
)
別
名
り
ま
ん
。
里
木

子
、
宣
母
子
〉

と
あ
る
。
ま
た
、

『日
本
国
語
大
辞
典
』

(第
十
三
巻
)

で
は
、
「
レ
モ
ン

【檸
檬
】

(英

げ
日
o
口
)

(中
略
)
主
産
地
は
イ
タ
リ

ア
の
シ
チ
リ

ァ

・
マ
ル
ス
島
お
よ
び

北

ア

メ
リ

カ

の
カ
リ

フ
ォ

ル

ニ
ア
地
方

。

学
名

は

9
巨

ω
出
日
8

《
季

・
秋

》

*
薬

品
名

彙

(
一゚。
刈
ω
)

〈伊
藤

謙

〉

「
冨

日
o
口
ω
檸
檬

」

*
三
風
料

理

(一
。゚
°。
刈
)

(伴

源

平
)
「
牛

の
脂
食
塩
麺
包
屑
胡
椒
鶏
卵
牛
乳
檸
檬

(
レ
モ
ン
)
皮
肉
豆
藏
早
芹
菜
肝
等
を
醤
油

に
加

へ
」
と
記
さ
れ
て

い
る
。
以
上
か
ら
、
明
治
六
年

(
一
。゚
お
)
、
明

治
十
九
年

(一
◎◎
Oo
刈
)
に
は
、
レ
モ
ン
は
日
本
に
輸
入
さ
れ
て

い
た
で
あ
ろ
う
け
れ
ど
も
、
上
記

の
伊
藤
謙

や
伴
源
平

の
説
明
は
啓
蒙
的
な
知
識

で
あ

っ
て
、

一
般
の

人

の
食
卓

に
登
場
し

て
い
た
も

の
で
は
な

い
、
と
想
像
さ
れ
る
。
と
も
あ
れ
、
鴎
外
訳

「
ミ

ニ
ヨ
ン
の
歌
」
に
登
場
し
た

「
レ
モ
ン
」
は
ド
イ

ッ
人
ゲ
ー
テ
が
長
く

想
像
し
、
憧
れ
た
風
景

の
中

の

「
レ
モ
ン
」
と
は
ま
た
違

っ
た

ハ
イ
カ
ラ
さ
と
、

一
種

の
す
が
す

が
し
さ
を
明
治

の
読
者
に
与
え
た
で
あ
ろ
う
。

「
ミ

ニ
ヨ
ン
の
歌
」
を
愛
唱
す
る
人
は
広
く
、
多
数

で
明
治
か
ら
大
正
、
昭
和
と
多
岐

に
わ
た
り
、
文
学
青
年

の
み
な
ら
ず
、
東
大
退
官
後
、
私

の
母
校

に
移
ら

れ
た
物
理
学
者

の
山
内
恭
彦
博
士
か
ら
、
当
時

の
旧
制
高
校
生

の
こ
ろ
、
多
く

の
ド
イ

ッ
語

ク
ラ
ス
の
友
人
た
ち
と
も
愛
唱
し
て

い
た
、
と
仰
有

っ
て
、
七
十
歳

に

な
ん
な
ん
と
す
る
先
生
が

「
ミ

ニ
ヨ
ン
の
歌
」

の

一
節
を
ド
イ

ッ
語

で
吟

じ
て
く
だ
さ

っ
た

の
を
、
大
学
院

の
学
生
時
代
、

一
九
六
八
年
こ
ろ
で
あ

ろ
う

か
、
う

か

が

っ
た
こ
と
が
あ
る
。

そ

の
よ
う
な
明
治
風

ロ
マ
ン
テ
ィ
シ
ズ
ム
に
ひ
た

っ
て
い
た
あ
る
時
期
を
経

て
、
ま

っ
た
く
偶
然
的
に
梶
井
基
次
郎

の

『檸
檬
』

に
で
あ

っ
た
。
梶
井
基
次
郎

は

私
に
と

っ
て
、
そ
れ
程
ひ
か
れ
る
作
家

で
は
な
か

っ
た
が
、
た
ま
た
ま
は
じ
め

て
母
校

の
講
師
に
就
任

し
た
三
十
余
年
前
に
、
主
任
教
授
か
ら
ご
指
示
を
う
け

て
採

〈4)



用
し
た

テ
ク
ス
ト
に

「冬

の
蝿
」
が
収
め
ら
れ
て

い
た
。
と
同
時

に
横
光
利

一
の

「
蝿
」
も
冒
頭
に

い
れ
ら
れ
て
い
た
。
以
来
、
両
者
を
な
ら

べ
て
、
学
生

に
近
代

文
学
講
読

の
授
業

の
中

で
、
は
な
す

こ
と
に
な

っ
て

い
る
。

こ
の
こ
と
を
き

っ
か
け
と
し
て
、
梶
井
基
次
郎
に

つ
い
て
私
自
身
も
考
え
は
じ
め
た
と

い
う

の
が
、
正

直
な

ス
タ
ー
ト
で
あ
る
。
横
光
利

一
と
梶
井
は
三
歳
し
か
年
令
は
違
わ
な

い
が
、
梶
井
が
世

に
で
た

の
は
、
む
し
ろ
死
後

で
あ
る
が
、
横
光

は
新
感
覚
派

の
旗
手
と

し

て
、
大
正
末

に
デ
ビ

ュ
ー
し
、
そ
の
後

の
昭
和
文
壇
に
お

い
て
活
躍
し
た
。

短

い
人
生

で
あ

っ
た
梶
井
の
作
品
は
少
な

い
が
、
本
稿

で
は
、

『檸
檬
』

の
作
家
梶
井
基
次
郎

に

つ
い
て
再
考

し
、
あ
わ
せ
て
、
同
時
代
人
横
光
利

一
に

つ
い
て

も

ふ
れ
て
み
た

い
、
と
考
え

て

い
る
。

1

梶
井
基

次
郎

の
こ
と
ー

大
谷
晃

一
氏

の

『評
伝

梶
井
基
次
郎
』

は
鈴
木
貞
美
氏
も

『梶
井
基
次
郎

表
現
す
る
魂
』

で
引
用
さ
れ

て
い
る
よ
う

に
、
綿
密
な
詳
細
な
梶
井

の
評
伝

で
あ

の

る
が
、
残
念
な
こ
と
に
私
が
は
じ
め
て
梶
井
に

つ
い
て
、
講
義
を
担
当
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か

っ
た

一
九
七
三
年

に
は
、
ま
だ
、
単
行
本
と
し
て
は
、
公
刊
さ
れ

て

ー

い
な
か

っ
た

の
で
、
手

に
入
ら
な
か

っ
た
。
最
近
、
手

に
し
て
多
く
を
ご
教
示

い
た
だ

い
た
。
三
十
年
あ
ま
り
ま
え
に
調

べ
た
こ
と
と
、
あ
わ
せ
て
、
以
下
梶
井
に

つ
い
て
簡
単
に
、
述

べ
て
い
く
。

梶
井
は
明
治
三
十
四
年

(
一
九
〇

一
年
)
二
月
十
七

日
大
阪
市

で
う
ま
れ
た
。
当
時
と
し
て
は
珍
し
く
母

ヒ
サ
は
職
業
婦
人

で
あ

っ
た
。
市
立
大
阪
高
等
女
学
校

の
附
属
保
母
養
成
所
を
首
席
で
卒
業
後
、
保
母
と
し
て
働

い
て
い
た
が
、
明
治

二
十
八
年
に
宗
太
郎
が
養
子
婿
と
な
り
、
ヒ
サ

の
と

こ
ろ
に
き
た
。
長
女
富
士
、
長

男
謙

一
を
え

て
か
ら
も
勤

め
続
け
た
が
、
次
男

の
基
次
郎
が
三
歳
に
な

っ
た
頃
、
よ
う
や
く
家
庭
に
完
全

に
入

っ
た
よ
う

で
あ
る
。

大
谷
氏

の
ご
調
査
は
当
時

の
大
阪

の
時
代
背
景
、
日
露
戦
争
開
戦
、
続

い
て
起
こ
る
景
気
発
展
、
日
本
経
済

の
変
化

の
状
況
な
ど
、
余
す
と
こ
ろ
な
く
、
丁
寧

に

さ
れ
て
い
る
が
、
本
稿
で
は
省
略
す
る
処
も
多

い
。
父
親

の
宗
太
郎

は
安
田
商
事

の
会
社
員

で
、
日
露
戦
争

で
景
気

の
よ

い
と
き
に
は
、
ご
用
船

の
船
員

の
慰
労
な

ど
、

一
時
は
や

っ
て
い
た
社
用
族

で
、
酒
色

の
巷
で
遊
ぶ
こ
と
多
く
、
家
庭
生
活

が
み
だ
れ
て

い
た
。
ふ
た
り

の
異
母
弟
が
生
ま
れ
、
母

ヒ
サ
は

し
ば
し
ば
三
人

の
子
を
抱
え
投
身
自
殺
を
考
え
た
こ
と
も
あ
る
と

い
う
。

梶
井
基
次
郎
私
観
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七
歳

で
基
次
郎

は
大
阪

の
西
区
江
戸
堀
尋
常
小
学
校

に
入
学
。
翌
、
明
治
四
十

一
年
急
性
腎
臓
炎

に
か
か
り
死
に
か
か

っ
た
こ
と
も
あ

っ
た
。
次

の
年
、
父
の
転

勤
で
東
京

の
芝
区
白
金
頒
栄
尋
常
小
学
校
に
転
入
。
そ
の
後
父

の
転
勤
で
、
三
重
県
鳥
羽
に
移
り
、
中
学

に
入
学
す
る
。
大
正
三
年

(
一
九

一
四
)
、
十
四
に
基
次

郎
が
な

っ
た
年
、
大
阪
に
か
え
り
、
大
阪
府
立
北
野
中
学
校
に
転
入
す
る
。
翌
年
、
十

一
歳

か
ら

一
緒
に
暮
ら
し
て

い
た
異
母
弟
が
中
学
校
を
中
退
し
て
、
商
家
に

丁
稚
奉
公
す

る
こ
と

に
な

っ
た

の
に
、
同
情
し
て
自
分
も
北
野
中
学
を
中
退
し
、

メ
リ
ヤ

ス
問
屋
に
丁
稚
奉
公
し
た
が
、
母

の
た

っ
て
の
願

い
か
ら
や
め
て
、
自
宅

に
帰
り
、
北
野
中
学
校
に
復
学
し
た
。
大
正
八
年

(
一
九

一
九
)
、
十
九
歳

で
北
野
中
学
校
を
卒
業
し
た
。
そ

の
頃
、
片
想

い
の
初
恋
を
経
験
し
た
よ
う

で
あ
る
..

大
阪
府
立
高
等

工
業
学
校

の
電
気
科
を
受
験
し
た
が
、
不
合
格
。
七
月
第
三
高
等
学
校

の
入
試
を
う
け
て
、
理
科
甲
類

に
合
格
し
た
。
当
時

の
学
制

で
は
新
学
期

は
九
月

に
始
ま
り
、
翌
年
七
月
に
終
わ

る
の
で
、
十
月
か
ら
寄
宿
舎
北
寮
第

五
室

に
入

っ
た
。
後

に

『梶
井
基
次
郎
』
を

か

い
た
、
中
谷
孝
雄
や
、

一
九
四
五
年
、

戦
後
、
映
画
評
論
家
と
し
て
、
活
躍
し
た
飯
島
正
ら
と
同
室

で
あ

っ
た
。
そ

の
頃
夏
目
漱
石
や
谷
崎
潤

一
郎
を
愛
読
し
た
。
そ

の
少

々
前
、
病
床

に
あ

っ
た
基
次
郎

に
兄
謙

一
が
森
鴎
外

の

『水
沫
集
』
を
買

っ
て
与
え
た
が
、
そ
れ
を
夢
中

で
よ
み
ふ
け

っ
て
い
た
と
、
兄
か
ら
聞

い
た
と
、
大
谷
氏
は
述
べ
、
「
基
次
郎
が
文
学
に

(
2
>

目
を
開

い
た
と
き
、
そ
こ
に
見
た
の
が
西
欧
だ

っ
た
。
そ
れ
に
深
く
魅

せ
ら
れ
て

い
る
。
」
と
も
記
し

て
い
る
。
は
じ
め

の
、
西
欧
体
験
、
ま
た
は
異
文
化
体
験
は

ω

森
鴎
外
か
ら

で
あ

っ
た
と
、
し
る
さ
れ
て

い
る
の
は
示
唆
的
で
あ
る
。
三
高
時
代

の
梶
井
に

つ
い
て
、
飯
島
氏
は
、
梶
井

の
文
学

の
話

は
あ
ま
り
覚
え

て
い
な

い
が
、

ー

そ
れ
よ
り
も

べ
ー
ト
ヴ

ェ
ン
の
音
楽
を
ど
な
る
方
が
耳

に
残

っ
て
い
る
と
か
、
肺
病

に
な
り
た

い
と

い
っ
て
、
自
分

の
胸
を
た
た

い
た
こ
と
を

は

っ
き
り
記
憶
し
て

い
る
。
肺
病
に
な
ら
な
き

ゃ
い
い
文
学
は
で
き
ん
と

い
う
よ
う
な
こ
と
を
、
ど
な

っ
て
い
た
、
と
思

い
出
を
語

っ
て
い
る
。

そ

の
後

の
歩
み
を
簡
単

に
追

っ
て
み
よ
う
。

大
正
九
年

二
十
歳
、
肋
膜
炎

に
か
か
り

休
学
、
転
地
療
養
し
て
回
復

。

大
正
十
二
年

(
一
九

二
三
)
三
月
、
前
年
に
学
制
改
革

で
三
月
終
了
制
度
に
な

っ
た
が
、
梶
井
は
卒
業
試
験
に
落
第
。

大
正
十
三
年
、

(二
十
四
歳
)
五
年

間
在
学
し
、
よ
う

や
く
第
三
高
等
学
校
を
卒
業
し
て
、
四
月

に
東
京
大
学
英
文
科

に
入
学
し
た
、
が
肋
膜
、
肺
結
核
、
腎
臓
病

な
ど

の
病
気
が
再
発
し
た
。

昭
和
三
年

(
一
九

二
八
年
)

二
十
入
歳

の
時
、
大
阪
に
か
え

る
。

昭
和
四
年
、
父
死
亡
。



昭
和
七
年

三
月
二
十

四
日
午
前

二
時

に
梶
井
は
死
亡
し
た
。

複
数

の
病
気
を
か
か
え

つ
つ
、
梶
井
は
病
気
と
闘

い
な
が
ら
、
執
筆
活
動
を
続
け
て
、
生

誕
の
地

の

大
阪
で
、
果

て
た
の
で
あ
る
。
大
阪
市
東
区
上
本
町
常
国
時

に
葬
ら
れ

て
い
る
。

梶
井

の
文
学
的
生
涯
、
芸
術
的
人
生
を
か
え
り
み
る
と
、
先
に
述

べ
た
よ
う

に
漱
石
と
潤

一
郎
を
愛
読

し
て
い
た
、
三
高
生

の
頃
、
梶
井
潤

二
郎
と
自
称
し
て
い

た
こ
と
も
あ

っ
た
。

大
正
時
代

に
よ
う
や
く
、
欧
米

の
演
奏
家
が
来
日
す

る
よ
う
な
時
代
を
迎
え
た
。
梶
井
が
二
十

一
歳

の
と
き
、
ヴ

ァ
イ
オ
リ

ン
の

エ
ル

マ
ン
が
来
日
し
て
、
京
都

市
公
会
堂
で
開
か
れ
た
演
奏
会
を
き
き

に

い
き
、

エ
ル

マ
ン
と
握
手
し
た
こ
と
を
感
激
的
に
彼
自
身
が
語

っ
て
い
る
。

ま
た
、

『器
楽
的
幻
覚
』

に
よ
る
と
、
「
あ
る
秋
仏
蘭
西
か
ら
来
た
年
若

い
洋
琴
家

が
そ

の
国

の
伝
統
的
な
技
巧
で
豊
富
な
楽
曲
を
冬

に
か
け

て
演
奏

し
て
行

っ
た

こ
と
が
あ

っ
た
。
そ

の
な
か
に
は
独
逸

の
古
典
的
な
曲
目
も
あ

っ
た
が
、
こ
れ
迄
噂
ば
か
り

で
稀
に
し
か
聴
け
な
か

っ
た
多
く

の
仏
蘭
西
系
統

の
作
品
が
齎
ら
さ
れ

て
い
た
。
」
と
冒
頭
に
書
き
記

し
、
続

い
て
、
何
週
間
に
も
わ
た
る
六

回
の
連
続
演
奏
会

で
、
好
ま
し
く
思

い
つ
つ
通

っ
て

い
た
、
と
述
べ
て

い
る
。
そ

の
他

ハ
イ

フ

エ
ッ
ツ
や
ピ

ア
ノ
の
ゴ
ド

ウ
ス
キ
ー
ら
が
ア
メ
リ
カ
か
ら
来

日
し
、
梶
井
は
か
な
り
刺
激

さ
れ
て
、
音
楽

に
親
し
ん
で
い
っ
た
。

美
術
に
関
し
て
は
、
大
阪
朝
日
新
聞
社
主
催
の

ロ
ダ

ン
、

ル
ノ
ア
ー
ル
、
ド
ガ
、
ゴ
ー
ガ

ン
の
展
覧
会

の
入
場
券

の
申

し
込
み
を
す
る
と

い
っ
た

こ
と
を
、
友
人

へ
の
手
紙
に
記
し
て

い
る
。

こ
の
頃
、
友
人
と
松
方

コ
レ
ク
シ

ョ
ン
の
展
覧
会

に
も
出
向
き
、
セ
ザ

ン
ヌ
や
ゴ

ッ
ホ
の
絵
を

み
て
い
る
。

大
谷
氏

に
よ
る
と
、
「
セ
ザ

ン
ヌ
三
点
、
ゴ

ッ
ホ

一
点
、
ゴ
ー
ガ

ン
三
点
。
す
ば
ら
し
か

っ
た
。
会
場
に
ふ
た
り
し
か

い
な

い
。
セ
ザ

ン
ヌ
の
小
さ

い
静
物
画

の

前

で
、
基
次
郎
が
さ
さ
や
く
。

こ
れ
、
盗
み
ま
し
ょ
う

か
。
ひ
そ
や
か
な
企
み
。
梅
原
龍
三
郎

よ
り
も
岸
田
生
を
、

マ
ネ
ー
よ
り
も
ダ

・
ビ

ン
チ
を
、
そ
し
て
ル
ノ

(
3
)

ア
ー

ル
よ
り
も

セ
ザ
ン
ヌ
を
基
次
郎
は
愛
し
た
。」
と

い
う
。

大
正
十

二
年
、
病
気
療
養
中
に
、
十

二
枚

の
習
作

『大
蒜
』
を
記
し
、
セ
ザ

ン
ヌ
を
も
じ

っ
た
瀬
山
極
と
署
名
し
て

い
る
。
こ
の
以
前
ま
だ
、
元
気

で
京
都

に
い

る
頃
、
友
人
と
よ
く
散
歩
に
で
か
け
、
丸
善

に
入

っ
て
い
る
。

私
は
丸
善

に
特
殊
な
享
楽
さ

へ
持

つ
て
ゐ
た
も

の
な
の
だ
。
そ
れ
は
赤

い
オ
ー
ド
キ

ニ
ン
や
オ
ー
ド

コ
ロ
ン
の
堤
や
、
洒
落
た
カ

ッ
ト
グ
ラ
ス
の
場
や

ロ
コ
・

趣
味

の
浮
し
模
様

の
あ
る
典
雅
な
場

の
中
に
入

っ
て
ゐ
る
、
號
珀
色
や
薄

い
窮
翠
色

の
香
水
を
見
に
来
る

こ
と
だ

つ
た

の
だ
。
そ
ん
な
も

の
を
硝
子
戸
越
に
眺
め

な
が
ら
、
私
は
時
と
す
る
と
小

一
時
間
も
時
を
費

や
し
た
事
さ

へ
あ
る
。

(略
)

そ
れ
に
私

に
は
画

の
本
を
見
る
娯
し
み
が
あ

つ
た

の
だ
。

梶
井
基
次
郎
私
観

(7)
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と
、
後

に

「檸
檬
」
と
な
る
習
作

「
瀬
山
の
話
」

に
書
き
記
し
て
い
る
。

こ
の
瀬
山
は

〈
瀬
山
極
〉
の
変
形

ペ
ン
ネ
ー

ム
と

い
え

よ
う

。
こ
の
中

で
は
レ
モ
ン
、
ま

た
は
、
れ
も

ん
と
記
し

て
い
て
、
「檸
檬
」
と
漢
字
書
き
は
用

い
て
い
な

い
こ
と
に
は
、
注
意
し
た
い
。

大
正

デ
モ
ク
ラ
シ
ー
と

い
わ
れ
る
こ
の
時
代
、
西
洋
音
楽
や
美
術
が
、
ま
た
上
記

の
よ
う
な
贅
沢
品
と

い
う
か
、
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
直
輸

入
品
が
か
な
り
移
入
さ
れ
は

じ
め
た
。

こ
の
波
を
梶
井
は
、
大

い
に
受
容
し
、
や
は
り
そ

の
丸
善

で
、
セ
ザ

ン
ヌ
や
ゴ

ッ
ホ

の
画
集
を
棚

か
ら
取
り
出

し
て
、
時
間
を
忘
れ
た
よ
う

に
没
入
し
、

同
行

の
友

人
、
た
と
え
ば
中
谷
孝
雄
な
ど
を
、
じ
り
じ
り
さ
せ
る
ほ
ど
、
待

た
せ
た
と

い
う
。

こ
の
頃
か
ら

「檸
檬
」

の
第

一
稿

に
着
手
し
た
が
、
相
変
わ
ら
ず
デ
カ
ダ

ン
な
生
活
を
続
け

て
い
た
。
と
同
時
に
時
代
の
影
響

で
あ
ろ
う
か
、
武
者
小
路
や
倉
田

百
三
ら

の
人
道
主
義
、
賀

川
豊
彦

の
基
督
教
的
社
会
・王
義
、
は
た
ま
た
他
力
仏
教
な
ど

に
心
を
動
か
さ
れ
、
文
学
に
進
む
べ
き
か
、
社
会
運
動
に
行
く

べ
き
か
に
迷

う

日
も
あ

っ
た
。
三
高
時
代
は
芸
術

へ
の
憧
憬
を
深
く
も
ち
な
が
ら
、
彷
径
遍
歴
を
重
ね
て
過
ご
し
た
。

大
正
十
三
年
秋
に
、
東
京
大
学
文
学
部
英
吉
利
文
学
科
に
入
り
、
同
人
誌
を
計
画
す
る
。
す

で
に
、
前
年

、
横
光
利

一
は

「蝿
」
「
日
輪
」
を
商
業
雑
誌

に
発
表

し
、
十
月

に
は

『文
芸
時
代
』
を
川
端
康
成
ら
と
創

刊
し

て
い
る
。
梶
井

の
同
人
と
し

て
は
、
後

に

マ
ル
セ
ル

・
プ

ル
ー
ス
ト

の

『失

は
れ
し
時
を
求
め

て
』

の
本

困

邦
初
訳
を
な
し
と
げ
、
後

の
日
本
文
学

に
多
大

な
る
影
響
を
与
え
た
、
淀
野
隆
三
も
参
加

し
た
。
続

い
て
、
飯
島
正
、
三
好
達
治
も
後

に
同
人
誌
名

『青
空
』

に

ー

入

っ
て
い
る
。

大
正
十

四
年

一
月
に
、
中
谷
孝
雄
、
外
村
繁
ら
と
、
同
人
誌

『青
空
』
創
刊
し
、
梶
井
は

「檸
檬
」
を
発
表
し
た
。

淀
野
隆
三
は
後

「梶
井
と
三
好

の
こ
と
ー
思

い
出
す
ま
ま
に
ー
」

の
タ
イ
ト

ル
で
、
三
好

に
つ
い
て
、

つ
ぎ

の
よ
う

に
述

べ
て
い
る
。
大
正
十
三
年
、
は
じ
め
て

あ

っ
た
梶
井
に
三
好
は
す

っ
か
り
と
り

こ
に
な

っ
た
、
そ

の
頃
三
好
は
東
大

の
仏
文
科

の
学
生
で
、
サ

ン
ボ
リ

ス
ム
詩
人

の
ヴ

ェ
ル
レ
ー
ヌ
に
傾
倒

し

つ
つ
、
詩
作

し
て
い
た
。
梶
井
よ
り

一
つ
年
上

で
、
三
好

の
同
級

に
は
、
小
林
秀
雄
、
今
日
出
海

や
中
島
健
蔵
ら
が

い
た
。

淀
野
は
梶
井
に
は
、
三
好
と

い
う
詩
人
が

い
る
こ
と
を
話
す

一
方
、
三
好
に
も
梶
井

の
存
在
を
語
り
、

『青
空
』

に
加

わ
る
こ
と
を
す
す
め
て
い
た
が
、
三
好
は

容
易
に
は
お
う
じ
な
か

っ
た
が
、
よ
う

や
く
大
正
十

五
年

の
四
月
末
、
仲
間

に
加

わ
り
、
以
後
作
品
を
か
な
り
発
表
し
、
両
雄
は
、
急
速
に
親
し
く
な

っ
た
。
梶
井

が
亡
く
な

っ
て
か
ら
、
三
好
は

「友
を
喪
ふ
」
中

の
、

一
篇

で
次

の
よ
う

に
歌

っ
て
い
る
。

巻

い
た
楽
譜
を
手

に
も

っ
て

君
は
丘
か
ら
降
り
て
き
た

歌
ひ
な
が
ら



村
か
ら

僕
は
帰

っ
て
き
た

洋
杖
を
握
り
な
が
ら

あ

る
雲
は
夕
焼
け

の
し
て
い
る

春

の
畠

梶
井
基
次
郎
が
療
養

の
た
め
、
伊
豆
湯

ケ
島
に
滞
在

し
て
い
た

こ
ろ

の
、
風
景

で
あ
ろ
う
。
三
好
は
梶
井

の
思

い
出

の

一
文
を
記
し
て
い
る
が
、
そ

の
中
で
梶
井
が

「
冬

の
日
」
を
か

い
て
い
る
こ
ろ
の
エ
ピ

ソ
ー
ド
を
記
し
て

い
る
。
二
人
が
同
じ
家
に
す

ん
で
い
た
頃
、
梶
井
は
し
ば
し
ば
喀
血
し
た
。
そ
ん
な
あ
る
夜
、
梶
井
が

(
4
)

唐
紙
越
し
に
三
好
を
呼

ん
で

「葡
萄
酒
を
見
せ
て
や
ら
う
か

美
し

い
だ
ら
う

」
と

い
い
な
が
ら
、
七
分
目
ば
か
り
入

っ
た

コ
ッ
プ
を
電
灯

に

す

か
し

て
み
せ

て
く

れ
た
。
こ
れ
は
彼

の
は

い
た
血

で
、
「
そ
ん
な
大
胆
な
嫌
が
ら
せ
を

し
て
、
人
を
か
ら
か

っ
て
み
る
、
野
放
図
と
茶
目

っ
気

の
い
り
ま
じ

っ
た

(
5
)

何

か
が
あ

つ
た
」
。
こ
の

エ
ピ

ソ
ー
ド
は
、
三
好

の
い
う

「
大
胆
な
嫌
が
ら
せ
」
と
か
、
「
野
放
図
と
茶
目

っ
気

の
入
り
ま
じ

っ
た
何
か
」
と
同
時
に
、
自
分

の
苦

し

み
す
ら
も
、
視
覚
的
と

い
う
か
、
ヴ

ィ
ジ

ュ
ア
ル
な
セ
ン
ス
で
自
己
客
観
化

・
客
観
視
す
る
習
性
が
あ

っ
た
と
も
み
え
る
。

そ
の
後
、
大
正
十
五
年

一
月

『青
空
』

に
、

「
過
去
」
を
発
表

し
た
が
、

四
月
に
は
、
肋
膜
炎
を
再
発
。
六
月

「
雪
後
」
を
発
表
。

八
月

「あ

る
心

の
風
景
」

ω

十
月

「
K
の
昇
天
」
を

『青
空
』

に
発
表
す
る
が
、
秋

か
ら
冬

に
か
け

て
し
ば
し
ば
血
疾
を
み
る
こ
と

に
な
り
、
十
二
月
末

に
伊
豆
の
湯
ケ
島
に
転
地
す
る
。
友
人

ー

の
淀
野
に
よ
る
と
、
川
端
康
成
が

い
た

の
で
こ
の
地
を
選
ん
だ
と

い
う
が
、
こ
こ
で
川
端
と
知
り
あ

い
、
川
端

の
原
稿

の
校
正
な
ど
を
手
伝

い
親
し
ん
で
い

っ
た
よ

(
6
)

う

で
あ
る
。
こ
の
頃

の
梶
井
に

つ
い
て
、
「梶
井
基
次
郎
君
は

い
い
手
紙
を
書
く
。
」

に
は
じ
ま

る
好
意

に
み
ち
た
思

い
出

の
記

「梶
井
基
次
郎
」
を
あ
ら
わ
し
、
悼

ん
で

い
る
。

伊
豆
に
お

い
て
、
療
養
を
し
な
が
ら
、
執
筆
を
続
け
て
、
昭
和

二
年

の
二
月
と
四
月

の

『青
空
』

に

「冬

の
日
」
を
発
表
す

る
。
当
時
は
プ

ロ
レ
タ
リ

ア
文
学

の

擾
頭
時
代

で
、
梶
井
も
ひ
そ
か
に
激
し

い
関
心
を
も

っ
た
。
湯

ケ
島

の
生
活
で
、
萩
原
朔
太
郎
、
広
津
和
郎
、
尾
崎
士
郎
、
宇
野
千
代
ら
、

い
わ
ゆ
る
大
森

・
馬
込

村
在
住
文
士
が
や
は
り
湯

ケ
島
を
訪
れ
て

い
て
、
は
じ
め
て
、
梶
井
は
文
壇
人
と
交
遊
す
る
。
三
好
達
治
も
夏
休
み
で
来
あ
わ
せ
て
、

こ
の
時
が
縁

で
三
好
は
朔
太

郎
に
師
事

し
た
。
ま
た
、
梶
井
基
次
郎
が
文
壇
人

に
知

己
を
得
た

の
も
、

こ
れ
が
縁
で
あ

っ
た
。

こ
の
頃
ボ
ー
ド
レ
ー

ル
に
親
し
ん
だ
と

、
多
く

の
年
譜
な
ど
に
記

さ
れ
て

い
る
が
、
鈴
木
氏

の
著
書

に
よ
る
と
、
原
文

で
は
な
く
、

「
ノ
ー
ト
に
シ

ャ
ル
ル

・

ボ
ー
ド
レ
ー

ル

『パ
リ

の
憂
愁
』

の
ア
ー
サ
ー

・
シ
モ
ン
ズ

の
英
訳
本
か
ら

「
エ
ピ

ロ
ー
グ
」

「貧
者

の
眼
」

「酔
え

1
」
「
菓
子
」
な
ど
を
写
し
は
じ
め

(略
)

…

梶
井
基
次
郎
私
観
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(ヱ
…
…
」
と
あ
る
。
こ

の
頃

(昭
和

二
年
十

二
月
)

一
向

に
病
気
が
よ
く
な
ら
ず

、
「
死

へ
突
入
」
し
よ
う
と
し

て
い
る
、
と

か

「
日
光

よ
り
闇
」
を
嬉
ぼ
う
と
し
て

い
る
な
ど
、
友
人

に
手
紙
を
書
き
記
し
て
い
る
。

昭
和
三
年

二
十
八
歳

に
な

っ
た
が
、

一
月
に
浅
見
淵

の
勧

め
で
、
『文
芸
都
市
』

の
同
人
と
な
る
。

以
下
、
発
表
作
品
と
掲
載
誌
を
羅
列
す

る
。

三
月
号

「
蒼
弩
」
、
は
じ
め
て
の
他
誌

へ
の
発
表
で
あ
る
。

四
月
、
「覧

の
話
」
を

『近
代
風
景
』
に
発
表
。

五
月
、
「冬

の
蝿
」
を

『創
作
月
刊
』
に
発
表
。
上
京
し
、
本
所
深
川
辺
の
貧
民
街
に
住
む
が
、
病
気

が
ひ
ど
く
な
り
、
九
月
に
は
大
阪

の
自
宅

に
か
え

る
。

七
月
、
「
あ
る
崖
上
の
感
情
」

『文
芸
都
市
』

十

二
月
、

「桜

の
樹
の
下
に
は
」
「
器
楽
的
幻
覚
」
を

『詩
と
詩
論
』
第

二
輯

に
発
表
。

昭
和
四
年
、

二
十
九
歳

に
な
る
が
、

マ
ル
ク

ス
の
資
本
論
に
傾
倒
し
た
よ
う

で
あ
る
。

ωq

昭
和
六
年
、
五
月
友
人
た
ち

の
尽
力
に
よ
り
、
創
作
集

『檸
檬
』
を
武
蔵
野
書
院
か
ら
刊
行
し
た
。

昭
和
七
年
、
三
月

に
三
十

一
歳

で
な
く
な
る
が
、

一
月

『中
央
公
論
』
に

■
の
ん
き
な
患
者
」
を
発
表
。
脱
稿
は
、
前
年
十
二
月

で
、
は
じ
め
て
原
稿
料
を
も
ら

つ

た
作
品
で
あ
る
。

以
上
、
端
折
り
な
が
ら
梶
井
基
次
郎

の
生
活
と
作
品
を
み
て
き
た
。

「檸
檬
」

に

つ
い
て

先
述

の
よ
う

に
、
「檸
檬
」
は
大
正
十
四
年

に

『青
空
』

の
巻
頭

に
発
表

さ
れ
た
も

の
で
あ
る
。

こ
の
作
品

に
よ
り
梶
井
文
学

の
特
色
を
か
な
り
よ
く

し
る
こ
と

が
で
き
る
。
ま
ず
出
だ
し

の

一
行

の

■
え
た

い
の
し
れ
な

い
不
吉
な
塊
」
と

い
う

一
つ
の
心
理
状
況
の
根
源
を
示
す
象
徴
的
表

現
を
ぶ

つ
け

て
い
る
。
そ
れ
か
ら
こ

の
表
現
を
説
明
す

る
と

い
う
形

で
、
毎

日
の
酒
、
宿
酔

い
i
肺
尖
カ
タ
ル
ー
神
経
衰
弱
-
借
金
と

い
う
青
春

の
デ
カ
ダ

ン
な
生
活
を
ち
ら
と
示
す
。
そ
し

て
、
そ

の



よ
う
な
生
活
以
前

に
、
「
私
」
を
喜
ば
せ
た
美
し

い
音
楽

や
美
し

い
詩
が
あ

っ
た

こ
と
を
も
示
す
、
た

っ
た
十
行

の
は
じ
め

の

一
節
に
、

一
人

の
青
年

の
生
活

・
精

神
と
肉
体

の
歴
史
が
語
ら
れ
て

い
る
。
し
か
も
、
こ

の
歴
史

は
羅
列
的
な
述

べ
方
で
は
な
く
、
冒
頭

の

「
不
吉
な
塊
」
を
説
明
す

る
た
め
の
背
景
と
し
て
、
条
件
と

し
て
、
た
く
み
に
織
り
込
ま
れ
て
い
る
。

続

い
て
、
「
私
」

は
私

の
憂
轡
な
感
受
性

の
細
や
か
な
描
写
が
あ
り
、
あ
る
日
、
た

っ
た

=

穎
」

の

「
珍
し

い
檸
檬
」
に
よ

っ
て
、
「
あ
ん
な
に
執
拗
だ

っ
た
憂

轡
」
が
紛
ら
わ
さ
れ
、
「
始
終
私

の
心
を
圧

へ
つ
け
て

い
た
不
吉

な
塊
が
そ
れ
を
握

っ
た
瞬
間
か
ら

い
く
ら
か
弛
ん
で
来
た
と
見
え

て
、
私
は
非
常

に
幸
福

で
あ

っ

た
」
。
そ

の
勢

い
で
、
以
前
私
は
好
き
だ

っ
た

の
に
、
こ
の
所
、
重
苦
し

い
場
所

に
す
ぎ
な
く
な

っ
て
い
た
、
丸
善
に
入
り
込

ん
で
み
る
。
と

こ
ろ
が
、
「
然
し
ど
う

し
た
こ
と
だ
ら
う
、
私

の
心
を
充
た
し
て
ゐ
た
幸
福
な
感
情
は
段

々
逃
げ
て
行

っ
た
。
香
水

の
壕
に
も
煙
管
に
も
私

の
心

は
の
し
か
か

っ
て
は
ゆ
か
な
か

つ
た
。
憂

諺
が
立

て
軍
め
て
来
る
」
。
以
前
、
私
を
ひ
き

つ
け
、
今

は
変
に
そ
ぐ
わ
な

い
色
と
り
ど
り

の
画
集
を
積
み
重
ね
た
上
に
檸
檬
を
据
え
る
こ
と

に
よ

っ
て
、
「
私
」

の

精
神
は
安
定
す
る
。

「
不
意

に
第

二
の
ア
イ

デ
ィ
ア
が
起

っ
た
。
そ

の
奇
妙
な
た
く
ら
み
は
寧

ろ
私
を
ぎ
よ

つ
と
さ
せ
た
。

そ
れ
を
そ

の
ま
ま

に
し
て
お

い
て
私
は
、
何
喰
は
ぬ
顔
を
し
て
外

へ
出
る
。
ー

私
は
変

に
く
す
ぐ

つ
た

い
気
持
が
し
た
。
「
出
て
行
か
う
か
な
あ
。
さ
う
だ
出

て
行

か
う
」

そ
し

て
私
は
す
た
す
た
出

て
行

つ
た
。

た

っ
た

こ
れ
だ
け

の
短
編
で
あ
る
。

こ
こ
に
は
、
「私
」
と

い
う
主
人
公

の
ほ
か
誰
も
出

て
こ
な

い
。

ス
ト
ー
リ
ー
と

い
う
も

の
は
な

い
。
た
だ
、

一
人
の

「
私
」

と

い
う
青
年

の
感
受
性
1

「え
た

い
の
知
れ
な

い
不
吉
な
塊
」
に
支
配
さ
れ
て
い
る
不
思
議
な
動
き
-
憂
う

つ
か
ら
快
活
-

憂
う

つ
1
快
活
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に

細
か

い
感
覚
を
追

い
な
が
ら
、
各
段
落
は
す
べ
て
、
主
人
公

〈私
〉

の
生
活
、
習
慣
、
感
覚
、
感
情
、
心
象
が
微
細
に
説
明
付
け
ら
れ
て

い
る
。
は
じ
め
の
部
分

の

青
春

の
デ
カ
ダ
ン
生
活
は
他

の
私
小
説
作
家
な
ら
ば
、

こ
れ
だ
け

で

一
篇

の
私
小
説
を

つ
"

っ
て
い
る
だ
ろ
う
し
、
ま
た

「
檸
檬
」
全
体
は

い
う
な
ら
ば
、

ス
ト
ー

リ
ー
に
は
人
間

の
ド
ラ

マ
や
、
そ

の
転
換
も
し
く
は
山
場
は
な

い
。
こ
れ
だ
け

の
長
さ

で
は
な
く
数
行

で
終
わ
ら
せ
る
内
容
と
も

い
え

る
。
し
か
し
、
日
常
感
覚

で

は
な
く
、

一
歩
感
覚

の
内
部
に
入
り
、
対
象
i

こ
こ
で
は
レ
モ
ン
で
は
な
く
、

〈檸
檬
〉
を
媒
体
と
し
た
1
微
妙
な
感
受
性
を
徹
底
的
に
み

つ
め
、
連
続
的

に
追
求

し
た
心
象
内
部
を
描

い
て
い
る
。

一
見
、
志
賀
直
哉

の

「
城
の
崎
に
て
」
な
ど
と

の
類
似
と

い
う
人
も

い
る
が

「
檸
檬
」
は
ま

っ
た
く
、
違

っ
て

い
る
。

昭
和

五
十
二
年

の

『文
芸
読
本

梶
井
基
次
郎
』

に
は
、
当
時

の
代
表
的
作
家

・
文
芸
評
論
家

が

エ
ッ
セ
イ

・
評
論

・
追
悼

の
記
を
掲
載
し
て

い
て
、
な
か
な
か

梶
井
基
次
郎
私
観

(11)
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興
味
深

い
。
安
東
次
男
氏

の

「
幻
視
者

の
文
学
」

で
、

又
略
)

こ
の
絵
画
的
な
短
編
は
セ
ザ

ン
ヌ
あ
た
り

の
レ
モ
ン
を
配
し
た
静
物
か
ら
ヒ
ン
ト
を
得
た
か
も
し
れ

(
8
)

な

い
。
」
と

い
う
指
摘
が
あ
る
。
吉
行
淳
之
介
と
川
村
二
郎

の
対
談

【
書
く
こ
と

・
見

つ
め
る
こ
と
1

梶
井
基
次
郎
を
め
ぐ

っ
て
」
で
は
、
か
な
り
、
共
感
を
持

つ

部
分
と
、
率
直
に
否
定

や
疑
問
も
呈
さ
れ
て
い
る
。
吉
行
が

「
丸
善

で
爆
弾
を
仕
掛
け
る
と

い
う
発
想
法

っ
て
の
は
自
意
識
過
剰

の
、
ま
あ
、
人

で
す
ね
。
」
、
川
村

氏
は

「
梶
井
は
ず

っ
と
残
る
に
し
て
も
、
な
か
で
は

『檸
檬
』
は
だ
ん
だ

ん
古
び

て
く
る
ん
じ

ゃ
な

い
か
と

い
う
気

が
す

る
。

(略
)
」
ま
た
、
続
け
て
、
吉
行

は

「
い
ま
だ

に
あ
れ
は
な
ぜ
片
仮
名
で
、
あ

る
い
は
平
仮
名

で

「
れ
も

ん
」
と
し
な
か

っ
た
か
と

や
は
り
あ
の
ま
が
ま
が
し

い
感
じ

の
字

の
形
、
こ
れ
は
や

(
9
)

は
り
か
な
り

の
も

ん
だ

っ
た

で
す
ね
、
ぼ
く
に
と

っ
て
は
。
平
仮
名
も
し
く
は
片
仮
名
に
す

る
と
、
す
が
す
が
し
く
な

っ
ち

ゃ
う
。
」
と
、
[檸
檬
」
ネ
イ

モ
ウ
と
よ

め
る
字
体

に
、
戦
争
中
に
感
じ
た
ま
が
ま
が
し
さ
、
戦
争

の
雰
囲
気

と
が
、
う
ま
く
あ
わ
さ

っ
て
、
読
ま
な
け
れ
ば
と
思

っ
た
と

の
べ
て

い
る
こ
と
は
、
示
唆
的

で

あ
る
。
実
際
、
梶
井
は

「
瀬
山

の
は
な
し
」
な
ど

の
習
作

で
は
、

〈
レ
モ
ン
〉
と
か

〈
れ
も

ん
〉
と
何
回
も
記
し

て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
吉
行

の
感
じ
方
は
梶
井

の

意
図
し
た
ね
ら

い
を
確
実

に
う
け
と
め
た
読
者

で
あ

っ
た
わ
け
で
あ
る
。
「
す
が
す
が
し
く
」
な

っ
て
は
、
作
者

に
と
り
、
計
算
外

で
、
あ

っ
た
は
ず

で
あ

る
。

山
本
健
吉

の
評
論
を
あ
げ

て
み
る
こ
と
と
す
る
。
「
こ
の
作
品
は

(檸
檬

の
こ
と
)
、
彼

の
倦
怠
や
憂
欝
が
僅
か
に

一
穎

の
檸
檬
に
依

っ
て
晴

ら
さ
れ
た

こ
と
を
書

幻q

い
た
と

い
う
以
上
に
、

一
穎

の
檸
檬

の
中
に
彼

の
豊
か
な
内
的
経
験

の
総

て
を
圧
縮
し
た
、
謂
わ
ば

一
瞬

の
裡

に
檸
檬
を
彼
自
身

の
象
徴
と
化
し
お
え

た
と

い
う
彼

の
心
情

の
飛
躍
を
見
出
す

の
で
あ
る
。
だ
か
ら

こ
の
作
品
は
、
残
さ
れ
た
種

々
の
習
作
1

『
「
檸
檬
」
を
挿
話
と
す
る
断
片
』

『瀬
山

の
話
』

『檸
檬

の
歌
』
な
ど
ー

か
ら
そ

の
創
造

の
課
程
を
辿

っ
て
み
て
も
、
書

い
て
ゆ
く
う
ち
に

一
穎
の
檸
檬

の
形
象
だ
け
が
、
け
ざ
や
か
に
残
さ
れ
た
と

い
っ
た
も

の
で
、
あ
ら
ゆ
る
内
心

の
言

(
10
)

葉
を

〈紡
錘
形

の
身
体

の
中
〉

へ
吸
収
し
て
し
ま

っ
て
冴
返

っ
て

い
る
と

い

っ
た
形
で
あ
る
。
」

萩
原
朔
太
郎
が

一
九
三
五
年
に
梶
井
に

つ
い
て
、
「
本
質
的
な
文
学
者
」

の
題

の
も
と
、

「檸
檬
」
は
小
説
と

い
う
よ
り

「
小
品
」
も
し
く
は

「
散
文
詩

の
範
疇
に

(
11
)

ぞ
く
す

べ
き
も

の
」
と

い
い
、
「
近
頃

に
な

っ
て
、
梶
井
君

の
夫
折
が
ま
た

つ
く
づ
く
惜
し
ま
れ
る
」
と

の
讃
辞
を
述

べ
て
い
る
。

「冬

の
蝿
」

に

つ
い
て

こ
の
短
編
は

「冬

の
日
」
に
続
く
作
品
で
あ

る
。
「冬

の
日
」

で
描

い
た

〈
い
ら
だ
た
し
さ
〉
が
、
憎
悪

に
変
わ
る
と
、
読
む
人
も

い
る
。

こ
の
時
期
-

湯
が



島
時
代
ー

の

一
つ
の
極
に
達
し
た
作
品
と
も
読
ま
れ
る
。
構
成
と
し
て
は

「序
」
や
や
長

い

コ

」
、
中
間
く
ら

い
の
長

さ
の

「
二
」
、
短

い

「
三
」
か
ら
成
立
し

て
い
る
。
肺
病

の
主
人
公
は
伊
豆

の
温
泉
宿

で
冬

の
日
光
浴
を
し
な
が
ら
、
周
囲
に
集
ま
る
は
え

の
生
態
を
観
察
し
て
、
そ

の
生
き
よ
う
と
す

る
意
志

に
驚

い
た
り
、

日
光
下
の
弛
緩
し
た
幸
福
に
憎
悪
を
感
じ
た
り
し
て

い
る
。
あ
る
日
、
彼
は
気
ま
ぐ
れ
に
、
バ

ス
に
乗

っ
て
外
出
し
て
、
暮
れ
か
か

っ
た
山

の
中

で
バ
ス
を
降
り

て
、

つ
か
れ
た
よ
う
に
夜
道
を
歩
く
。
「
定
罰

の
や
う
な
闇
、
膚
を
壁
く
酷
寒
」

の
中
で
、
彼
は
生

の
緊
張

と
戦
標
を
か
ん
じ
る

の
で
あ
る
。
結
局
、
三
日
ほ
ど
外
泊
し

帰

っ
て
く
る
と
、
蝿
は
死
ん
で
し
ま

っ
て
い
て
、

一
匹
も

い
な
か

っ
た
。
、
と

い
う

の
が
話

の
大
筋
で
あ
る
。

死
と
隣
り
合
わ
せ
な
が
ら
、
日
溜
ま
り

の
微
温
を
憎
み
、

「
日
の
当

っ
た
風
景

の
象
徴
す
る
幸
福
な
感
情
を
憎
む
。
其
処
に
は
感
情

の
弛
緩

と
神
経

の
鈍
麻
と
理

(
12
)

性

の
偽
朧
と
が
あ
る
。
」
と
山
本
健
吉
氏
は
評
し
て
い
る
。
鈴
木
貞
美
氏
が

『桜

の
樹

の
下
に
は
』
を
論
じ
た
中
で
、

■精
神

の
生
を
追

い
求

め
る
こ
と
が
肉
体

の
死

(
13
)

を
呼
ぶ
と

い
う

『冬

の
蝿
』

の
モ
チ
ー
フ
と
も
確
実

に
重
な

っ
て
い
る
」
と

の
示
唆
的
な
発
言
も
あ
る
。

そ

の
後

の

「
闇

の
絵
巻
」

や

「
の
ん
き
な
患
者
」
な
ど
、
私
小
説
と
同
列
に
み
る
評
論
も
あ
る
し
、
梶
井
自
身

は
か
な
り
批
判
的
で
あ

っ
た
横
光
利

一
は
、
梶
井

を
評
し
て
日
本
文
学
か
ら
世
界
文
学

に
か
か

っ
て
い
る
僅
か
の
橋

の
う
ち

の

一
つ
と
称
賛
し

て
い
る
。

3-q

ま
た
、
中
村
真

一
郎
氏
は

つ
ぎ

の
よ
う
に
述

べ
て

い
る

新
感
覚
運
動

は
、
横
光
利

一
が

み
ず

か
ら
述
べ
て
い
る
よ
う

に
、
在
来

の
日
本
語

の
表
現
を
破
壊

し
、
新
し

い
表
現
を
創
造
す

る
と

い
う
と

こ
ろ
に
、
そ

の

主
力

が
注
が
れ
た
。

(略
)
「
新
感
覚
」
と

い
う
よ
り

「新
表
現
」

で
あ

っ
て
、
感
覚
自
体

に
新
領
土
を
開

い
た
、
と

い
う
わ
け

で
は
な

い
だ
ろ
う
。

れ

も

ん

(
14
)

し
か
し
梶
井

の
代
表
作

の
ひ
と

つ
で
あ
る

『檸
檬
』

と

い
う

よ
う
な
作
品
は
、
従
来
の
誰
も

が
踏
み
入
れ
た
こ
と

の
な

い
感
覚

の
新
し

い
領
域
な
の
で
あ

る
。

「蝿
」

に

つ
い
て

「
蝿
」
は
若
き
日

の
横
光
-

二
十
歳
か
ら
二
十
五
歳
1

の
習
作
と
も

い
え
る
も

の
で
あ
る
。
真
夏

の
空
虚
な
田
舎

で
、
馬
車
に
よ
る
交
通
機

関
し
か
な

い
よ
う
な

宿
場
風
景
を
、
蜘
蛛

の
網

に
ひ

っ
か
か

っ
た
蝿

の
眼
を
通
し
て
追

っ
て
い
る
。

こ
の
作
品
は
か
な
り

の
、
論
者
に
よ
り
と
り
あ
げ
ら
れ
て

い
る
が
、
由
良
君
美
氏
が

言

い
は
じ
め
た
、
蝿

の
役
割
は

凹
ヵ

メ
ラ

・
ア
イ
」
と
す
る
と

こ
ろ
か
ら
出
発
し
た
論
議
も
多

い
。
多
く

の
論
者

の
ご
意
見
も
そ
の
通
り

で
あ
ろ
う
が
、
若

き
日
か

梶
井
基
次
郎
私
観



人
文
科
学
部
論
集

第
6
号

ら

「
純
粋
小
説
論
」
に

い
た
る
ま

で
も
主
張
し
て
い
る
、
表
現
対
象

に
対
す
る
視
点
と

の
関
わ
り
で
考
え
た

い
。
私
感
と
し

て
は
第
四
人
称

へ
の
志
向

に
考
え
が
及

ば
ざ
る
を
え
な

い
も

の
が
あ
る
。
す

で
に
、
度

々
、
私
論
に
お

い
て
言
及
し
て

い
る
が
、
平
野
謙
氏
の
い
わ
れ
る
、
純
粋
小
説
論
は
、
昭
和
十
年
代
文
壇
に
対
す
る

状
況
論

で
は
決
し

て
な

い
。
{
蝿
」

の
構
想
当
時

は
、
も
ち

ろ
ん
、
デ

ュ
ア
メ

ル
の

「
パ
ス
キ

エ
家

の
人

々
」

に

つ
い
て
は
、
何
ら
知
識

は
な
か

っ
た

で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
習
作
を
志

し
た
当
初
か
ら
、
横
光
が
求

め
た
視
点
と
、
そ

の
表
現
形
式

で
あ

っ
た
。
「
蝿
」

の
眼

は

い
っ
て
み
れ
ば
、
す

べ
て
を
み
お
ろ
す
、
傭
鰍
す
る

眼
差
し

で
あ

る
こ
と
が
必
要
で
あ

っ
た
。
一
パ

ス
キ

エ
家

の
人

々
」

よ
り
も
、
は

や
く
に
第
四
人
称
的
な
る
も

の
、
神

の
よ
う
な
視
点

の
必
然
性
を
実
作

に
お

い
て
、

示
唆
し
て

い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

お
わ
り

に

か
ぎ
ら
れ
た
枚
数

の
た
め
、
作
品
紹
介
に
関
し

て
は
、
は
ぶ
か
ざ

る
を
得
な

い
部
分
が
多

い
。
同
時
代
に
生
を
う
け
、

一
人
は
昭
和
文
学

の
代
表
作
家
と
し
て
多

の

く

の
作
品
を
世
に
表
し
、
片
方
は
夫
折

し
、
存
命
中
は
多
く

の
読
者
を
え
ず

に

い
た
が
、
現
代
的
意
味
に
お

い
て
再
考

さ
れ
は
じ
め
て

い
る
と

い
う

こ
と
は
、

日
本

q

文
学

の
運
命
を
考
え
る

の
に
、
ま

こ
と

に
示
唆

に
富
む
。

さ
わ
や
か
な
レ
モ
ン
に
は
じ
ま
り
、
蝿

で
こ
の
小
文
を
終
え

る
の
も
可
と
し
な

い
思

い
も
あ
る
が
、
去

る
六
月
十
八
日
、
日
本
比
較
文
学
会
全
国
大
会
が
仙
台

の

東
北
学
院
大
学

で
行
わ
れ
た
。
こ
の

一
つ
に
、
「
身
体
と
感
覚

の
近
代

こ
の
モ
ダ

ニ
ズ

ム
文
学
を
中
心
と
し
て

」
と
題
す
る
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
が
開
催
さ
れ

た
。
と
り
あ
げ
ら
れ
た
作
家
と
し

て
、
横
光
利

一
と
梶
井
基
次
郎
が
中
心
で
あ

っ
た
。

モ
ダ

ニ
ス
ム
を
身
体
と
感
覚
、
す
な
わ
ち
触
覚
的

に
捉
え
る
こ
と
を
、
近
代

文
学

・
現
代
芸
術
が

い
か
に
、
ど
れ
ほ
ど
に
表
現
し
た

の
か
と

い
う

の
が
、
中
心
的
課
題
と

い
う

か

・
ポ
イ
ン
ト
で
あ

っ
た
よ
う

に
思
わ
れ
る
。

モ
ダ

ニ
ズ
ム
比
較

文
化
論
的
周
辺
や
歴
史
的
位
置
付
け
な
ど
、
興
味
深

い
も

の
が
あ

っ
た
。

「
ミ

ニ
ヨ
ン
の
歌
」
は
ゲ
ー
テ
が
少
女
ミ

ニ
ヨ
ン
に
た
く
し
た
、
南

の
国
イ
タ
リ
ー

へ
の
憧
れ
で
あ
る
こ
と
は
す

で
に
よ
く
知
ら
れ
た

こ
と

で
あ
る
。
こ

の
詩
は
、

ゲ
ー

テ
が
イ
タ
リ
ー
を
訪
れ
る
前
に
書

い
た
長
編
小
説

『ウ

ェ
ル

ヘ
ル
ム

・
マ
イ

ス
タ
ー

の
徒
弟
時
代
』

の
第

三
巻

の
冒
頭
で
、
少
女

ミ

ニ
ヨ
ン
に
う
た
わ
せ
て
い

る
。

こ
の
詩
は

ヨ
ー

ロ
ッ
パ
で
も
、
広
く

ゆ
き
わ
た

っ
て
い
る
こ
と
は
、
ト

マ
の
オ

ペ
ラ
の
中

で

「
君
を
知

る
や
南

の
国
」
、

シ

ュ
ー
ベ
ル
ト
や
ヴ

ォ
ル
フ
も
作
曲



(
15
)

し

て
い
る
し
、
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
の

「
旅

へ
の
誘

い
」
も
ま
た
、
影
響
が
あ
る
と

い
う
。
日
本

で
は
薄
田
泣
童

の

「望
郷

の
歌
」
と
な

っ
て
、
上
田
敏

に
よ
り
、

「
ミ

ニ
ヨ
ン
の
歌
」

に
通
じ

て
、
而
も
大
に
日
本
趣
味
を
発
揮

し
て

い
て
面
白

い
、
と
評
さ
れ
て

い
る
。
藤
村

の

「新
泉
」

の

「
知
る
や
君
か
し

こ
に
湧
け
る
泉
あ
り

(略
)
君
と
行

か
ま
し
か

の
泉
」
は
詩
想
と

い
う
よ
り
も
、
鴎
外
訳

の
訳
語

の
模
倣
に
近

い
が
、

こ
れ
も
翻
訳
詩
集

『於
母
影
』

の

「
ミ

ニ
ヨ
ン
の
歌
」

が

い
か
に

愛
唱
さ
れ
た

の
か
と

い
う

こ
と

の
証
明

で
も
あ
ろ
う
。
梶
井
基
次
郎
が
鴎
外

の

『水
沫
集
』

や

『即
興
詩
人
』
を
初
恋

の
頃
、
愛
読
し
た
と

い
う
、
証
言
は
あ
る
が
、

『
於
母
影
』

に

つ
い
て
は
不
明

で
あ

る
。

レ
モ
ン
か
ら
檸
檬

へ
と
、
再
考
を
重
ね
て

い
き
な
が
ら
、
イ

メ
ー
ジ

の
転
換
と

い
う

こ
と

に
思

い
が

い
き

つ
い
た
。
大
学

の
学
部

の
学
生

で
十
代

の
お
わ
り
頃
、

土
居
光
知
先
生
が

日

9

臣

9
の

§

偽
ミ

防
譜
ミ

ミ

『荒
地
』

の
特
別
講
義
を
さ
れ
た
。
当
時
、
あ
ま
り
勉
強
熱
心
な
学
生

で
は
な
か

っ
た
け
れ
ど
、
こ
の
詩
の
第

一
連

の

.善

ユ
ご
ω
窪
o
o
歪
①
曾
ヨ
o
口
夢
、.
に
は
、
幼

い
私

の
気
持
を
と
ら
え

て
離
さ
な

い
も

の
が
あ

っ
た
。
そ
れ
ま
で
の
私
に
は

「
四
月
」
は
、
ち
ょ
う

ど
横
光
利

一

が
愛
読
し
た
北
欧
人
キ
ー

ラ
ン
ド

の

「
希
望
は
四
月

緑

の
衣
を
着

て
」

で
あ

っ
た
か
ら
で
あ

ろ
う

。
「詩
」

の

一
語
が
読
み
手

に
も
た
ら
す
言
語
効
果
に

つ
い
て
、

イ
メ
ー
ジ
の
転
換

に

つ
い
て
の
再
生
を
、
自
己
の
内
部

で
は
か
り

つ
つ
、
梶
井
基
次
郎

の
諸
作
を
再
読
し
て
み
た
。

(
1
)
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註

平
川
蕨
弘

『東
の
橘
西
の
オ
レ
ン
ジ
ー
文
学
的
感
受
性
の
伝
播
の
あ
と
を
た
ど

っ
て
ー
』

株
式
会
社
文
芸
春
秋

一
九
八

一
年
三
月
、
二
〇
六
-
二
五

一
頁

大
谷
晃

一

『評
伝
梶
井
基
次
郎
』
河
出
圭
旦
房
新
社

一
九
八
九
年
四
月
、
六
十
四
頁

(2
)
に
同
じ

一
一
七
頁

三
好
達
治

「梶
井
基
次
郎
」

『文
芸
読
本

梶
井
基
次
郎
』
河
出
書
房
新
社

昭
和
五
二
年
四
月
、

(4
)
に
同
じ

川
端
康
成

「梶
井
基
次
郎
」

(4
)
所
収

七
十
五
頁

鈴
木
貞
美

『梶
井
基
次
郎

表
現
す
る
魂
』
新
潮
社

一
九
九
六
年
三
月
、
二
四
〇
頁

安
東
次
男

■幻
視
者
の
文
学
」

(4
)
所
収

二
十
六
頁

吉
行
淳
之
介

・
川
村
次
郎

「書
く
こ
と

・
見
つ
め
る
こ
と
-
梶
井
基
次
郎
を
め
ぐ

っ
て
ー
」

(4
)

山
本
健
吉

「梶
井
基
次
郎
」
(4
)
所
収

六
十
五
頁

萩
原
朔
太
郎

「本
質
的
な
文
学
者
」
(
4
)
所
収

七
十
八
頁

四
〇
頁

所
収

九
十
五
頁

(15)

 

梶
井
基
次
郎
私
観



人
文
科
学
部
論
集

第
6
号

(12
)

山
本
健
吉

「梶
井
基
次
郎
」

(
4
)
所
収

六
十
七
頁

(13
)

鈴
木
貞
美

(7
)
に
同

じ

二
五
九
頁

(14
)

中
村
真

一
郎

『
こ
の
百
年

の
小
説
-

人
生
と
文
学
と
ー

』
新
潮
選
書

昭
和
四
十
九
年

二
月
、

]
四
〇
頁

(15
)

(
1
)

の
平
川
祐
弘
氏

の
こ
著
書
か
ら
も

、
多
く
ご
教

示

い
た
だ

い
た
。

ま
た

、

一
九
八

二
年
四
月
二
十

四
日
の
読
書
新
聞

「書
架
紀
行
」

に
読
書
随
想

と
し
て
感
想
を

記
し
た
が
、
福
永
武
彦
先
生

の

『異
邦

の
薫
り
』
は
、
明
治
以
降

の
十
三
冊

の
訳
詩
集
か
ら
選
ば
れ
た
原
詩

付
き

の
翻
訳
詩
集

で
あ

る
。
冒
頭

の
詩
集
は

『於
母
影
』

で
、

「
ミ
ニ
ョ
ン
の
歌
」
も
と

り
あ
げ
ら
れ
て

い
て
、
先
生

の
分

析

や
解
説

は
私

に
は
豊
か
な

イ
メ
ー
ジ
を
示
唆

し

て
い
た
だ
け
た
。
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平
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