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第
二
十

一
号

(平
成
五
年
三
月
十
八
日
)

芥
川
龍
之
介

『
六
の
宮

の
姫
君
」
論

1

転
換
期
に
お
け
る
視
点
1

菊

地

弘

.

芸
術
家
の
生
涯
を
遡
及
す
る
方
法
で
書
か
れ
た

『或
阿
呆
の

一
生
』
の

「三
十
四

色
彩
」
で
、
芥
川
は
、
〈
三
十
歳
の
彼
は
い
つ
の
間
か
或
空
き

地
を
愛
し
て
ゐ
た
。
そ
こ
に
は
唯
苔
の
生
へ
た
上
に
煉
瓦
や
瓦
の
欠
片
な

ど
が
幾

つ
も
散
ら
か
つ
て
ゐ
る
だ
け
だ

つ
た
。
が
、
そ
れ
は
彼
の
目
に
は

セ
ザ
ン
ヌ
の
風
景
画
と
変
り
は
な
か
つ
た
。/
彼
は
ふ
と
七
八
年
前
の
彼

の
情
熱
を
思
ひ
出
し
た
。
同
時
に
又
彼
の
七
八
年
前
に
は
色
彩
を
知
ら
な

か
つ
た
の
を
発
見
し
た
。〉
と
書
く
。
そ
れ
は
創
作
の
上
で
も
新
し
い
闘
拓

が
あ

っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
こ
れ
が
書
か
れ
た
の
は
大
正
十
年
の
と
き

で
あ
る
。
こ
の
年
は

「種
蒔
く
人
」
の
創
刊
が
あ
り
、
労
働
階
級
が
発
展

し
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
が
お
こ
る
端
緒
の
年
で
も
あ
る
。
人
間
性
の
重
視

を
意
味
す
る
雑
誌

「人
間
」
は
大
正
八
年
に
刊
行
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
よ

う
な
動
向
の
な
か
で
、
芥
川
は
自
身
文
学
方
法
の
吟
味
に
迫
ら
れ
た
の
で

あ
ろ
う
。
そ
れ
は

「同
時
代
の
現
実
」
と
向
き
合
う
こ
と
で
あ

っ
た
。
言

い
換
え
れ
ば

「現
実
」
に
目
を
向
け
る
な
か
で
人
間
存
在
に
対
峙
す
る
こ

と

で
あ

っ
た
。

「
開
化

も

の
」
、

『祚

抻

の
微
笑

』

『
お
ぎ

ん
』

な
ど

は
そ
う

い
う

芥
川

の
感
覚

に
よ

っ
て
出
現

し
た
作

品

と

み
ら
れ

よ
う
。

現
実

に
向

き
合

う
感
覚

は

、
自
然

〈
自

由

と
独
立

と
己

れ

と
に
充

ち
た

〉
(漱

石

)
「
近

代

」

に
向

き
合

う

こ
と
で
も

あ

っ
た
。

　
ユ

三
好

行
雄

は

「
大
正

十

一
年

か
ら
十

二
年

に

か
け

て
は
時
代

の
過

渡
期

だ

っ
た
だ

け

で
な
く
、

そ

れ
と

ほ
ぼ
正
確

に
見

あ

う

か
た
ち

で
、
芥

川
文

学

の
転

換

を
告
げ

る
過

渡
期

で
も

あ

っ
た
。
固

有

の
文
学

的
世
界

を

い
ぜ

ん
と

し

て
ま
も

り
な
が

ら
、
他

方

で
は

そ
れ

を
超

え
よ
う

と
す

る
新

し

い

文

学
傾

向

が
よ

う
や
く

顕
在

化
し

て
く

る
。
具

体
的

に
い
え
ば

、
「
ト

ロ
ッ

コ
」

だ
と

か

「
六

の
宮

の
姫

君
」

だ
と

か

い
う

、

い
か

に
も
芥
川

的

な
傑

ヘ

へ

作

の
か
た

わ
ら

で
、
た

と
え
ば

保
吉

物

と
称

さ
れ

る
よ
う

な

一
種

の
私

小

説
ー

私
小
説
と
い
う
言
葉
に
語
弊
が
あ
れ
ば
、
〈身
辺
小
説
〉
と
呼
ん
で

も
よ
い
ー

が
出
現
し
て
き
た
の
で
あ
る
」
と
分
折
し
て
い
る
。

大
正
十

一
年
八
月

「表
現
」
に
発
表
し
た

『六
の
宮
の
姫
君
』
に
つ
い
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て
芥
川

は
、

七
月

三
十

日
、

渡
辺
庫

輔

の
書
簡

の
な

か
で
、

一
夕

話

は

一
夜

漬

な
り
但

し
僕

は
常

に
あ

の
小

ゑ

ん

の
如

き
意
気

を

壮

と

い
た

し
、

六

の
宮

の
姫

君

の
如

き
を
憐

む

べ
し

と
致
し
候

と
述

べ
て

い
る
。

〈
小
ゑ

ん
〉
は

『
一
夕

話
』

(七
月

、
「
サ

ン
デ

ー
毎

日
」
)

に
登

場

す
る
芸

者

の

こ
と

で
あ

る
。
小

ゑ

ん
は
惰

性
的

な
生

活

の
な

か
で
、

生
活

の
面

倒
を

み
て
く

れ
た
上

品
な
実

業
家

で
青

蓋

の
俳
号

も
も

つ
趣

味

人
、
若

槻

か
ら
離

れ

て
、
下
品

で
乱

暴
者

、
悪

い
噂
も

立

っ
て

い
る
が

〈
猛

烈

な
浪
花

節
語

〉
り

の
男

に
惚

れ

る
の

で
あ

る
。

豊

か
な
知

識
を

も

つ
下

手
な

通
人

よ
り

、
〈
猛

烈

な
〉
情
感

を
所

有

し

て

い
る
人

間

の
方

が

人
生

の

歓

喜

を
知
得

で
き
る

と

い
う

の
が
主
題

で
あ

る
。

激
し

さ
を
求

め

た
小

ゑ

ん

に
対

し

て
、

六

の
宮

の
姫

君

は

〈
憐

む

べ
〉

き
女

で
あ

る
と
書

き
送

っ

て

い
る

の
で
あ

る
。

作
品

『
六

の
宮

の
姫

君
』

の
評

価

に

つ
い
て
多

く
あ

る
が
、

し
ば

し
ば

と
り
あ

げ

ら
れ

る
お
も

だ

っ
た
論

を
あ
げ

る
と
、

　
　

堀
辰

雄

は
、

「美

が
善

よ

り
重
大

で
あ

る
」
傾

向

が
次
第

に
強

ま

っ
て
行

く

と
押

え
、

次
第

に
テ

エ
マ
小
説

の
範

囲

か
ら
脱

し

て
行

つ
て
、

最
後

の

「
六

の

宮

の
姫

君
」

に
於

い
て

は
、

美

が
他

の

い
か
な

る
要
素

よ
り

も
重
大

な

位

置

を
占

め

て
ゐ
る
事

を
見

出

す

で
あ

ら
う

。

の
み
な

ら
ず
、

こ
の

「
六

の
宮

の
姫

君
」

(大
正

十

一
年

)
等

の
比
較

的

後
期

の
歴

史
小

説

は
、
初

期

の

「
鼻

」
や

「
芋

粥
」

な
ど

の
歴
史

小

説

と
頗

る
面

目
を

異

に
し

て
ゐ

る
。

　
ヨ

と
書

き
、

「
澄
江

堂
雑

記
」

の
中

の

「
歴
史

小
説

」

の

一
節

を
引

用
し

て

し

か
し
僕

は
、

「
六

の
宮

の
姫

君
」
等

に
お

い
て
は
、

さ
う

い
う
特

色

も
あ

る

で
あ
ら

う
が

、
そ

れ
よ
り

以
上

に
あ

の
作
品

の
中

に
漂

つ
た

「
華

や

か

に
し

て
寂

し

い
」

美

し
さ
が

重
大

で
あ

る

こ
と
を
見

な

い
訳

に
は

行

か
な

い
。

と
論

じ

る
。

　
る

こ

の
堀

辰
雄

の
論

に
対

し
進
藤

純
孝

は

『
六

の
宮

の
姫

君
』

を
、
初

期

の
歴
史

小
説

か
ら

は

つ
き
り

区
別

で

き
る
特

色
が

、

は
た
し

て
堀

の
指
摘

通

り

に
あ

る

か
、
堀

は

こ
の
作
品

を
読

み
な
が

ら
、
作

品

に
刺
戟

さ

れ

て

「
華
や

か

に
し

て
寂

し

い
」
美

し
さ
を
自

分

の
想
像

世
界

の
中

に
と
ら

へ
た

の
で

は
あ

る
ま

い
か
。

つ

ま
り
、

そ

の
美

し

さ
は
芥

川

の
も

の
で

は
な
く

、
堀

の
も

の

で
あ

っ
た

ー

堀
の
論
じ
方
は
さ
う
思
は
れ
る
ほ
ど
に
、
論
理
的
、
説
得
的
で
あ

る
よ
り

も
、
抒

情
的

で
あ

る
。

芥

川

は
、
六

の
宮

の
姫

君

の
心

に
、

自
身

の
心

と
共

通
す

る
も

の
、

「唯

静

か

に
老

い
朽

ち
た

い
」

と

い
ふ
気
持

ち
を

と

ら

へ
、

そ

の

「
猛

烈

な
何
物

も
知

ら
ず

に

ゐ
る
」
生

き
方

を
嫌

悪
し

な
が

ら
、

さ
う

い
ふ

生

き
方
を

し
な

け
れ
ば

な

ら

ぬ
宿
命

の
せ

ん
な

さ
に
脅

か
さ

れ
、

そ

の

果

て
に
、

「
懶

い
安
ら

か

さ
」
「
は
か
な

い
満

足
」

を
見

い
だ

し

て
ゐ
る

姫
君

を
凝
視

し

て

ゐ
る

の
に
違

ひ
な

い
。

い
や
、
姫

君

の
上

と
同

じ

や
う

に
、
芥
川
自

身

の
上

に
も

、
「
そ

の
安

ら

か
さ
」

が

「思

ひ
の
外
急

に
尽

き

る
時

が

き
た
」

の
を

、
彼

は

こ

の

作

品

に
表
現

せ
ず

に
は
ゐ
ら

れ
な

か

つ
た
と
言

つ
た
方
が

あ
た

る

か
。

と
し

て

い
る
。
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吉

田
精

一
は

素

材

は
今
昔

物
話

巻
十

九

の
第

五
話

に
出

て

い
る

の
を
、
殆

ど

そ

っ

く

り
忠
実

に
辿

っ
て
居

り
、

た

ゴ
最

後

に
潤
色

を
施

し
て
彼

の

モ
ラ

ル

を
寓

し

た
。
女

の
死
を
描

い
た
部
分

は
原

文

よ
り
や

〉
精

し

い
が
、

こ

れ

に
も
出

典
が

あ

る
。
今

昔
物

語
巻
十

五
第

四
十

七
話

に
録

さ

れ

て

い

る
、

火

の
車

や

金
色

の
蓮
花

を

眺

め

つ

〉
臨

終

す
る
条

に
、

恐

ら
く

よ

っ
た

の

で
あ

ろ
う
。

六

の
宮

の
姫

君

の
話

は
、
今

昔
物

語
中

最
も

悲
劇

的

で
、
印
象

深

い
も

の

で
あ

る
。

呪

わ
れ

た
運
命

の
支

配
下

に
置

か

れ

た
弱

い
女
性

の
あ
わ

れ
な
生

活

を
、
世

相

の
背
景

の
も

と

に
如

実

に
伝

.

え

て

い
る
。

こ
の
題
材

を
捉

え

た
の

は
流
石

に
彼

の
眼
光

の
鋭

さ
を
語

る
も

の
で
あ

ろ
う

。

た

穿
原

話
が

す
ぐ

れ

て

い
る
だ

け
に
、
彼

の
手

柄

は
そ

れ
だ
け

少

い
。

「極

楽

も
地
獄

も
知

ら

ぬ
、
腑

甲
斐

な

い
女
」
の
は

か
な

い

一
生

を
、

憐

れ
と

は
思

い

つ

〉
も
、
敢

え

て
さ
げ

す

も
う

と
し

た

の
が

、
彼

の
心

境
だ

っ
た

。

と
述

べ
る
。　

　

三
好

行
雄

も

「
こ
の
作

の
成
功

は
実

は
原

典

に
負
う

と

こ
ろ
が
多

い
」

と
し
、

「
芥
川

の
小
説

に
近
代

的

な
抒
情

の
よ
り

ふ

か

い
の
は
確

か
だ
が

、

さ
り

と

て
、

原
作

を

は
る

か

に
超

え

て

い
る
と

は

い
い
が
た

い
よ

う

で
あ

る
」

と
捉

え

て

「
六
」

だ
け

が
芥

川

の
創

作

で
あ

る
。

こ

の
創

作

の
成
功

、

不
成

功

は
論

の
わ

か
れ

る

と
こ

ろ
だ

ろ
う
。
内

記
上

人

の
唐
突

な
出

現

は

い
か

に
も
取

っ
て

つ
け
た

よ
う

な
収
束

だ

と
も

い
え

る
が
、

高
徳

の
聖
者

を

も
ち
だ

す

こ
と

で
、

そ

の
合

掌

に
よ

っ
て
も

つ
い

に
救

え
な

か

っ
た
女

の
哀
れ
が
強
調
さ
れ
る
。
彼
岸
往
生
の
信
仰
が
生
き
て
い
る
原
作
の
思

想
が
否
定
さ
れ
、
し
か
も
、
〈極
楽
も
地
獄
も
知
ら
ぬ
、
ふ
が
い
な
い
女
〉

を
作
者
は
な
か
ば
愚
か
と
思
い
な
が
ら
、
彼
女
の
運
命
の
た
よ
り
な
さ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

を
哀
惜

し

て

い
る
、
と

い
う

よ
り
、
ほ
と

ん
ど

な

つ
か
し

ん

で
で

い
る
。

そ

の
心
情

を
過

不
足

な

く
表
現

す

る
た

め

に
、
内

記

の
存
在

が

あ
る

い

は
必
要

だ

っ
た

の
か
も

し
れ
な

い
。
朱

雀

殿

の
曲

殿

の
空

を
さ

ま
よ
う

〈
ふ
が

い
な

い
女

の
魂

〉

は
、

い
う

ま

で
も
な

く
、
芥

川
自

身

の
心
象

の
闇

に
も
た
し

か

に
棲

ん

で

い
た
。

と
解

説

を

し

て
い
る
。
吉

田

、
三
好

と

も
原
曲
ハが
す

ぐ

れ
て

い
る

こ
と
を

認

め

た
う
え

で
、

芥
川

の
創
作

「
六
」

の
読

み

に
微

妙
な
評

価

の

ち
が

い

を

見

せ
て

い
る
。

そ

こ
で
芥
川

の

『
六

の
宮

の
姫
君

』

で
あ

る
が
、

原
典

は

『今

昔
物

語

　
　

集
』
の
巻
十
九

「六
宮
姫
君
夫
出
家
語
第
五
」
で
あ
る
が
、
長
野
嘗

一
は

こ
の
外
に
巻
廿
六
「東
下
者
、
宿
人
家
値
産
語
第
十
九
」
及
び
巻
十
五
「造

悪
業
人
、
最
後
唱
念
仏
往
生
語
第
卅
七
」
も
部
分
的
に
素
材
と
さ
れ
て
い

る
と
指
摘
し
て
い
る
。
さ
ら
に
長
野
は
原
典
の
紹
介
と
解
説
、
芥
川
の
作

品
と
の
詳
細
な
比
較
検
討
を
し
て
い
る
、
長
野
に
先
導
さ
れ
て
小
説

『六

の
宮
の
姫
君
』
の
各
章
を
順
次
み
て
い
こ
う
。

e
は
姫
君
の
光
の
な
い
闇
の
生
涯
が
暗
示
さ
れ
て
い
る
。
宮
腹
の
生
れ

で
官
位
は
兵
部
大
輔
で
あ
る
が
、
積
極
性
を
欠
き
時
勢
に
遅
れ
勝
ち
な
父

を
も
つ
姫
君
は
、
父
母
に
寵
愛
さ
れ
た
。
姫
君

の
婿
に
な
る
人
を
両
親
は

心
待
ち
に
待
つ
ば
か
り
で
、
姫
君
も
両
親
の
意
向
の
ま
ま
に
、
父
母
さ
え

一
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元
気

で
い

て
く
れ

れ
ば

と
願

い
、
朝

夕
を

送

っ
て

い
る
。

そ
う

し
た
姫

君

の
生

活
態

度

を
、
芥

川

は
、

.

そ

れ
は
悲

し

み
も
知

ら
な

い
と
同

時

に
、
喜

び

も
知

ら
な

い
生
涯

だ

つ
た
。
馳

と
理
智

で
裁

断

七

て

い
る
。

こ
の
原
典

に

な

い
記

述

に
は
芥

川

の
観

念

が

読

め

て
、
先

廻

り
し

て

い
え
ば
、

㈹

に
書

か
れ

て

い
る

〈
腑

甲
斐

な

い
女

の
魂
〉
.
と
対

応

し

て
い
る
。

姫
君

が

〈
大
人

寂
び

た
美

し

さ
を
具

〉
え

は
じ

め
た
時

期
、

父

と
母
が

つ
づ

い
て
故

人

と
な

っ
た
。
生

活
力

を

も
た

な

い
姫

君

は
け

な
げ

な
乳
母

の

〈
骨
身

を
惜

ま

〉
な

い
働

き

に
助

け

ら
れ

る
が
、

調
度

類
を

失

っ
て

ゆ

く
斜

陽

の
生
活

で
あ

る
。

凋
落

し

て
ゆ

く
生
活

に
打

つ
手

は
な

く
、
耐

え

て
ゆ
く
姫

君

は
唯

く
琴

を
引

い
た

り
歌
を

詠
ん

だ

り
、
単

調
な
遊

び

を
繰

返

し

て
ゐ
V

る
。
生

活

は
乳
母

に
任

せ

て
、
琴

を
弾

き
歌

を
詠

む
気
持

だ

け

は
忘
失

し

て

い
な

い
。

こ

の
部
分

は
原
典

に
な

い
面

で
あ
る
。

こ
の
詩

歌
管

絃

に
遊

ぶ
こ

と
は
、

口

で

姫
君

は
昼

は
昔

の
や

う

に
、
琴
を

引

い
た
り

双
六

を
打

つ
た

り
し

た
。

ま
た

口

で
、

し

か
し
姫

君
は
昔

の
通

り
、

琴

や
歌

に
気

を

晴

し
な
が

ら
、
ぢ

つ
と

男

を
待

ち
続

け

て
ゐ
た
。

と
、
優

雅

な
姫
君

の
側

面

と
し

て
芥
川

は
書

い
て

い
る
。
原
拠

と

な

っ
た

今

昔
物

語
集

の
説
話

に
は

こ

の
よ

う
な
琴

や
歌

の
叙

述

は
な

い
。
芥

川
が

こ
れ
を
書

き
加

え
た

こ
と

は
、
作
者

の
心

根

に
そ

の
よ

う
な
美

し

さ
に
惹

か
れ

る
も

の
が
あ

っ
た

か
ら

で
あ

る
。
芥

川

が
琴

を
弾

き
歌
を

詠
む

姫
君

の
変

ら

な

い
生

活
態

度
を

強
調

し
、
琴

や
歌

に

〈
気

を
晴
ら

〉
す

と
記

述

を
加

え

る

こ
と
で
姫

君

の
内

的

心
情

に
触

れ

て

い
る

こ
と

は
見

の
が
す

こ

と

は
出
来

な

い
と
思

う
。
姫

君

に
根
づ

い
て

い
る
美

の
型

で
、
生

活

の
下

降

し
て

ゆ
く
な

か

の

一
層
美

し

い
憧

れ
と

と
れ

る
が
、

こ

の
姫

君

の
場
合

は
、

喜
び

も
悲

し

み
も
知

ら
な

い
無

感

動

の
生

と
結

節

し

て

い
る

の

で
あ

る
。

芥
川

は
、
姫

君

の
琴
を

弾

き
、
歌

を
詠

む

こ
と

に

「
美
的

ニ
ヒ
リ
ズ

ム
」

(高

田
瑞

穂

)
を
造

型
し

て

い
る
。

い
う

ま

で
も
な
く

そ

の
感
覚

は
芥

川

の
心

象

の
も

の
と
も

と
れ

る
。

乳
母

は

〈
丹
波

の
前

司
な

に
が

し

の
殿

〉
が

姫
君

に
会

い
た

い
と

い

っ

て
よ

こ
し

て

い
る
こ

と
を
伝

え
る
。

姫

君

は
忍
び
音

に
泣

き
始

め

た
。

そ

の
男

に
肌
身

を
任

せ

る

の
は
、

不
如
意

な
暮

し

を
扶

け
る
為

に
、
体

を
売

る
の
も
同

様

だ

つ
た
。

悲

し

み
も
喜
び

も
知

ら
な

い
姫

君
な

の

で
あ

る

が
、

〈
不
如
意

〉
の
た

め

に

肌

を
男

に
許

す

こ
と
は
人

間

の
本

能

が
許

さ
な

い
と

い
う

こ
と

で
、
姫

君

の
悲

し

い
抵
抗

の
表

現
と

読

め
る
。

だ
が
生

活
力

の
な

い
姫

君
が

い

つ
ま

で
も
男
を
拒

み

つ
づ

け

て
ゆ
く

こ
と

は
不
可
能

で
あ

る
。
納
得

し

な

い
ま

ま
、

す

べ
て
成
行

に
委
ね

る
し

か
な

い
と

い
う

こ
と

で
あ

る
。

口

は
宿
命

的

な
生
を

描

い
て
い
る
。
男

は

や
さ

し

い
心

の
持

ち
主

で
顔

か
た

ち
も

み
や
び

て

い
た

と
あ

る
。

姫

君

も
勿
論

こ
の
男

に
、
悪

い
心

は
持

た
な

か

つ
た
。
時

に
は
頼

も

し

い
と
思

ふ
事

も
あ

つ
た
。

と
姫
君

は
観

じ

て

い
る
が
、
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男

と

二
人

む

つ
び

あ

ふ
時

に
も
、
嬉

し

い
と

は

一
夜

も
思

は

な
か

つ

た
。

と
無

感
動

な
表

情

を
芥
川

は
描

い
て

い
る
。

〈
不
如
意

〉
か
ら
男

を
受

け
入

れ

た

の
で
あ

っ
て
、
姫

君
は
愛

心

に
燃

え

て

い
な

い
こ
と
を
明

ら

か

に
し

て

い
る
。
姫
君

が
男

を
好

ま

し
く
頼

も

し

い
と
思
う

の
は
、
〈
屋

形

は
少

し

つ

つ
、
花

や

か
な
空

気
を

加

へ
初

め
〉
、
生

活

に
活
気

が
出

て
き
た

こ
と

に

よ

る

の
で
あ

る
。

し

か
し
物
質

的

に
豊

か

に
な

っ
て
来

た
生
活

の
変
化

を

姫

君

は

〈
寂

し
さ

う

に
見

て

ゐ
ば

か
り
だ

つ
た
。
〉
と
心

に
充
足

の
な

い
こ

と

を
明

ら

か
に
し

て

い
る
。

或
時

雨

の
渡

つ
た
夜

、
男

は
姫

君

と
酒
を

酌

み
な

が
ら
、

丹
波

の
国

に
あ

つ
た

と
云

ふ
、
気

味

の
悪

い
話

を
し

た
。
出

雲
路

へ
下

る
旅

人
が

大

江

山

の
麓

に
宿

を
借

り

た
。
宿

の
妻

は
丁

度

そ

の
夜

、
無

事

に
女

の

子
を
産

み
落

し

た
。

す
る

と
旅
人

は
産

屋

の
中

か
ら
、

何

と
も
知

れ

ぬ

大

男

が
、
急

ぎ

足

に
外

へ
出

て
来

る

の
を
見

た
。

大
男

は
唯

「年

は

八

歳

、
命

は
自

害

」

と
云

ひ
捨

て
た
な

り
、
忽

ち
何

処

か

へ
消

え

て
し
ま

っ
た

。
旅

人

は
そ
れ

か
ら

九
年
目

に
、
今
度

は
京

へ
上

る
途

中
、

同
じ

家

に
宿

つ
て
見

た
。
所

が
実

際
女

の
子
は
、

八

つ
の
年

に
変

死

し
て

ゐ

た
。

し

か
も
木

か
ら
落

ち

た
拍

子

に
(
鎌
を

喉

へ
突

き
立

て
て

ゐ
た
。

1

話

は
大
体
か
う
云
ふ
の
だ
っ
た
。

こ
の
話

は
巻

二
十

六

「東

下
者

、
宿

人
家

値
産

語
第

十

九
」

か
ら

と

っ
て

い
る
。

原
曲
ハで

は
東

国

へ
下

る
男

が

一
夜

を
願

・っ
た
家

の
話

と
し

て
書

か

れ

て

い
る

の
を
、

芥
川

は
、

丹
波

の
国

の
話

と
し

て
大

江
山

の
麓

の
宿

と

特

定

し
て

い
る
。

こ
の
挿

話

の
主
意

は
末

尾

に
あ

る
、

然

レ
バ
、

人

ノ
命

ハ
皆

前

世

ノ
業

二
依

テ
、

産

ル
、
時

二
定

置

ッ
ル
事

ニ
テ

有

ヶ
ル
ヲ
、

人

ノ
愚

ニ
シ
テ
不

知

シ
テ
、

今

始

タ
ル
事

ノ
様

二
思

歎

ク
也

ヶ
リ
。

　
　

'然

レ
バ
皆
前

世

ノ
報
ト
可
知
也

ト
ナ
ム
語

リ
伝

ヘ
タ
ル
ト
ヤ
。

に
尽

さ
れ

る
よ
う

に
、
宿

命
観

で
あ

る
。

人
力

で

は
ど
う

す

る
こ

と
も
出

来

な

い
生

の
闇

で
あ

る
。

こ
の
話

を
聞

い
て
姫

君

は

〈
宿
命

の
せ

ん
な

さ

に
〉
昧

え
、

こ

の
男

を
頼

み

に
暮

し

て

ゐ
る

の
は
、

ま
だ

し
も
仕

合

せ
に
違

ひ
な

か

つ
た
。

「
な

り

ゆ
き

に
任

せ

る
外

は
な

い
。
」
ー

姫

君

は

さ
う

思

ひ
な

が

ら
、

顔
だ

け

は
あ

で
や

か
に

ほ
ほ
笑

ん

で
ゐ
た
。

と
覚
悟

し

た

の
で
あ

る
。
〈
ま
だ
し

も
〉
の
副
詞

か

ら
〈
ほ
ほ
笑

ん

で
ゐ
た
〉

ま

で
の
文
脈

で
知

ら

れ
る

こ
と

は
、

男

に
愛
心

を

も

っ
て
惹

か
れ

て

い
な

い
。

い
ま
在

る
生

の
宿
命

と
し

て
享

受

し

て
ゆ
く
覚

悟
が

〈
「
な

り

ゆ
き

に

任

せ

る
外

は
な

い
」
〉

を
形
成

し

た
と

い
う

こ
と

で
あ

る
。

姫

君

は
相
不
変

、

こ
の
懶

い
安

ら

か
さ

の
中

に
、

は
か
な

い
満

足
を

見
出

し

て
ゐ

た
。

が
、
姫

君

の
偽
ら

ざ

る
真

情

で
あ

っ
た

の

で
あ

る
。

そ

の

〈
は
か

な

い
満

足

〉

の
生
活

も
尽

き

る
と

き
が
や

っ
て
く
る
。

男

の
父
が

陸
奥

の
守

に
任

ぜ

ら

れ
、
男

は
父

に

つ
い
て
都

を

く
だ

る

こ
と

に
な

っ
た
か
ら

で
あ

る
。

男

に
と

っ
て
姫
君

と

の
別
離

は
悲

し

い
。
け

れ
ど

も
正
妻

で

な

い
姫

君
を

同

道

す

る
わ
け

に
は

い
か
な

い
。

五
年
経

て
ば

任

を
終

え

て
都

へ
戻

る

と

男

は
な
ぐ

さ
め

る
が
、

そ

の
や

さ
し
さ

は
姫

君

の
心

の
支

柱

に
は

な
ら
な
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い
。

男

の
切

な

い
気
持

に
対

し

て
、

姫
君

は
も

う
泣

き
伏

し

て
ゐ
た
。

た

と

ひ
恋

し

い
と

は
思

は

ぬ
ま

で

も

、
頼

み

に
し
た

男

と
別

れ

る

の
は
、
言

葉

に
は
尽

せ
な

い
悲

し

さ
だ

つ
た
。

と
、

こ

の
場

面

で
も
姫

君

の
悲

し

み
は
男

の
切

な

い
心

に
ぴ

っ
た
り

と
添

っ
て

い
な

い
。
齟

齬

を

み
せ

て

い
る
。

愛

し
恋

し
く
思

え
ば

こ

そ
悲
し

み

も
深

く
、
男

へ

一
層
心

も
激

す

る

こ
と
と

な
ろ
う

。
前

述
し

た
よ

う

に
生

の
宿
命

を
覚

え

た
姫

君
は
、

男

と

の
別

れ

も
、
再

会
も

〈
「
な

り

ゆ
き

に
任

せ
る
外

は
な

い
」
〉
と

す
る
心

境

な

の
で
あ

る
。
生

活

の
活
気

が
失

な
わ

れ

て
、
僅

か

の

〈
は

か
な

い
満

足
〉

も

や
が

て
消
え

て

ゆ
く

こ
と

は
時

間

の

問

題

で
あ

る
。

日

は
姫
君

の
悲

劇

の
生
が

描

か
れ

て

い
る
。
六
年

目

の
春

が
来

た
が
、

男

は
姫

君

の
前

に
現

れ
な

か

っ
た
。
暮

ら
し

は

一
層
困
窮

し

た
。
着

の
み

着

の
ま
ま
、
焚

啓
物

に

こ
と
欠

け
ば

、

立

ち
腐

れ

た
寝
殿

へ
板

を
剥

ぎ

に

出

る
。

そ
う

し
た

な

か
で
も

姫
君

は
琴

や
歌

に
気

を
晴

ら
し
、

男

を
待

っ

た

。
姫

君

は
自

身

生
活

へ
努
力

す

る
意

志

は
持

っ
て

い
な

い
。

持

っ
て

い

な

い
姫

君

の
生

の
根
底

を
な

し

て

い
る
の

は
、

琴

や
歌

に
興
ず

る
澄

み
わ

た

っ
た
心

で
あ

る
。
そ

の
美

し

い
静

か
さ
が
宿

命
観

と

一
体

と
な

つ
て
、

「美

的

ニ
ヒ
リ
ズ

ム
」

を
形
成

し

て

い
る
。
姫

君

の
男
を

待

つ
気
持

は
生

活

の
変
化

を
期

待

す

る
も

の
で
あ

っ
て
、

姫
君

の
生

の
充

実
歓

喜

で
は
な

い
。
乳
母

は

、
殿

は

お
帰

り

に
な

り
ま

す
ま

い
、

こ

の
頃

は
あ

る
曲
ハ薬

之

助

が

お
会

は

せ
申

せ
と
責

め

た

て
て
き

ま
す

と
、
新

し

い
男

の
出
現

を
告

げ

て
姫

君

の
心

を
誘

う
が

、
姫

君

は

〈
そ

の
話

を
聞

き
な
が

ら
、

六
年

以

前

の
事

を
思

ひ
出

し
た
〉

と

つ
づ

っ
て

い
る
。
愛

心

の
な

い
ま

ま
男

の
通

っ
て
く

る

の

を
許

し

て
し

ま

っ
た

時

間

を
振

り

返

っ
て

い
る
わ

け

で

あ

る
。

六
年

以
前

に
は
、

い
く
ら

泣

い
て
も
、

泣

き
足

り
な

い
程
悲

し

か

つ

た
。
が
、
今

は
体

も
心

も
余

り

に
そ
れ

に
は
疲

れ

て
ゐ

た
。
「
唯
静

か
に

老

い
朽

ち

た

い
。
」
…
…

そ

の
外

は
何

も
考

へ
な

か

つ
た
。

姫
君

は
話

を

聞

き
終

る

と
、
白

い
月

を
眺

め
た
な

り
、
懶

げ

に

や

つ
れ

た
顔

を
振

つ

た
。

「
わ

た
し

は
も

う
何

も
入

ら

ぬ
。

生

き
よ
う

と
も

死
な

う
と

も

』
つ

事

ぢ
や

。
…

…
」

こ
こ
で
姫

君

は
は

っ
き
り

と
自
分

の
意

志
を
表

明

し

て

い
る
。
〈
静

か

に
老

い
朽

ち
た

い
〉

と
決
意

し

て
、
生

も
死

も
同

じ
だ

と

い
う
観
念

を
抱

い
て

き

て

い
る
。
e

で
作
者

は
、

姫
君

の
、
悲

し

み
も
喜

び

も
知

ら
な

い
、
静

か

で
無

感
動

な
生

を
捉

え

て

い
た
。
そ

の
姫

君
は

、
生

の
宿
命

を
宿
命

と

し

て
受
け

入
れ
、

そ

こ
か
ら

〈
は
か
な

い
満
足

〉

を
得

て
、
琴

を
弾

き
歌

を
詠

ん

で
生

を

つ
な

い
で

い
た
。

し

か
し
男

の
親

か
ら
妻

と

し
て
認

知

さ

れ

て

い
な

い
姫
君

は
、
消

息

の
分

ら
な

い
男
を

待

つ
気

力

も
失

せ
た

。
〈
は

か
な

い
満
足

〉
も
絶

望

に
変

り
、

こ
う

な
る
人

生

も
ま

た
宿

命

と
思

っ
た

の

で
あ
る
。

「
美
的

ニ
ヒ
リ
ズ

ム
」
を
感
覚

化

し
て

い
た
姫

君

は
、
存
在

を

も
虚

で
覆

っ
て

し
ま

っ
た

の
で
あ

る
。
こ
の
内

な

る
虚

を

凝
視

す
る
中

に
、

姫

君

の
悲
劇

を
窺

う

こ
と
が
出

来

る
。
〈
生

き

よ
う

と
も
死

な
う

と
も

一
つ

事

ぢ

や
〉

は

「
虚

」
が
叫

ば

せ
た
声

で
あ

る
。
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姫

君
が
悲

し

い
決
意

を

示
し

た
頃

、
男

は
常

陸

の
守

の
娘

を
妻

と
し

て
、

酒

を
妻

と

醂
ん

で

い
た
。

〈
「
あ

の
音

は
何
ぢ

や

P
」
〉
驚

い
た
よ
う

に
月

明

り

の
軒

を
見

あ
げ

、

〈
は

つ
き
り
姫

君

の
姿

〉
を
浮

べ
る
。
も

の
憂

い
白

い

月

の
光

が
姫

君

の
内

に
虚
を

照
ら

し

た
よ
う

に
、
男

の
切

な

い
思

い
を
月

は
照
ら

し
出

す
。

月

の
光
を
介

在

し
た
手

法

で
、

二
人

の
心

の
隔
絶

を
情

調
的

に
浮
ぴ

あ
が

ら

せ
て

い
る
。

四

は
男

の
思

慕

の
情

が
描

か
れ

て

い
る
。
男

は
常

陸

の
妻

の
族

と

、
九

年
目

の
晩

秋

に
京

へ
帰

っ
て
き
た
。

男

は
都
を
離

れ
て

い
た
間

に
、

二
三

度
姫

君

の
と

こ
ろ

へ
便

り
を
出

し

た
が
、

使
が
戻

ら

な

か

っ
た

り
、
訪

ね

て
も

姫
君

の
屋

形
が

わ

か
ら
ず

消
息

を
得

な

か

っ
た

と

い
う

。

そ
れ
故

に

都

へ
着

い
た
男

の
気
持

は

〈
恋

し
さ

も
亦

一
層
だ

つ
た
〉
ど

あ

る
。
廃

屋

同

然

の
六

の
宮

の
屋
形

を
訪

れ

た
男

は
、
政

所

と
覚

し

い
あ

た
り

に
板

屋

を
見

つ
け
、

そ

の
な

か

に
人

影

の
あ

る

の
を
月
明

り

で
知

る
。
声

を

か
け

る
と
見

覚

え

の
あ

る
老

尼
だ

っ
た
。
老

尼

か
ら
姫

君

の
暮

ら

し

の

い
た

わ

し

い
あ

り

さ
ま
を

一
部

始
終

聞

い
た

の
ち
、
男

は

〈
下

の
衣

を

一
枚

脱

い

で
渡

し
〉

て
黙
然

と
草

の
中

を
去

っ
て
ゆ
く

が
、

そ

の
姿

は
男

の
姫

君
捜

索

の
決
意

を
暗

示

さ
せ

る
。

㈲
は
男
は
姫
君
と

一
念
の
再
会
を
果
す
が
、
死
が
姫
君
に
迫
っ
て
い
た

と
い
う
条
り
で
あ
る
。
姫
君
を
探
し
て
洛
中
を
歩
き
ま
わ
る
男
は
、
何
日

か
後
の
夕
暮
、
む
ら
雨
を
避
け
朱
雀
門
の
前
に
あ
る

〈西
の
曲
殿
の
軒
下

に
立
つ
た
。〉
そ
こ
に
は
物
乞
い
ら
し
い
法
師

一
人
も
雨
止
み
を
待
ち
わ
び

て

い
た
。
男

は
櫺

子

の
中

に
人

の
け

は

い
を
感

じ

覗
く

と
、
破

れ

た
筵

に
、

病
人

ら

し

い
女

と
、
女

を
介

抱

し

て

い
る
尼

を
見

、
男

は

一
目

で
姫

君

と

見

て
と

っ
た
。

「
た

ま
く

ら

の
す
き
ま

の
風

も

さ
む

か
り
き
、

身

は
な
ら

は

し

の
も

の
に
ざ

り
け

る
。
」

の
歌

の
声
を

聞

き
、
男

は
姫

君

の
名

を
呼

び
、

姫
君

も
枕

を
起

す
が

、
男

を
見

る
や

〈何

か
か
す

か

に
叫

ん
だ

き

り
〉
息

が
絶

え
絶

え

に
な

っ
て

い

っ
た

と
あ

る
。

こ
の
歌

は
拾

遺
集

巻
十

四
、

恋

四

に
よ

み
人

し
ら
ず

と
あ

る
和

歌

で
あ

る
が
、
姫

君

の
場
合

は
、

〈
「
な

り

ゆ
き

に
任

せ
る
外

は
な

い
」
〉

と

い
う
、

宿
命

の
生

に
生

き

た
姫
君

の
感
慨

を
表

わ

し

て

い
る
。

そ
し

て

〈何

か
か

す

か

に
叫

ん
だ

き
り

〉
の
姫

君

の
声

は
、
〈
頼

も
し

い
と

思

ふ
事

も
あ

つ
た
〉

と

い
う
心
情

の
記
憶

を
呼
び

お
こ
し

た
声
だ

ろ
う

。
姫

君

は
既

に
〈
「
わ

た

し

は

も
う

何

も

入

ら

ぬ
。
生

き

よ

う

と
も

死

な

う

と

も

一
つ
事

ぢ

や
。

…

…
」
〉

の
虚

を

見
届

け

て

い
る
。

乞
食

法
師

(原

曲
ハで
乞

食

法
師

で

は
な
く
法

師

)

は
経

文

を
読

む
か

わ

り

に
〈
「
往
生

は
人

手

に
出
来

る
も

の
で
は
ご
ざ

ら

ぬ
。
唯

御
自
身

怠

ら
ず

に
、
阿

弥
陀

仏

の
御

名

を

お
唱
え

な
さ

れ
。
」
〉

と
諭

す
。

姫
君

は
男

に
抱

か
れ

た
ま
ま

、
仏
名

を

唱
え
出

す

が
、

「
あ

れ
、
あ

そ

こ
に
火

の
燃

え
る
車

が
、

…

…
」

と

い
い
、
し
ば

ら

く

の
ち

に

「金

色

の
蓮
華

が
見

え

ま
す

る
。
天
蓋

の
や
う

に
大

き

い
蓮

華

が
、

…

…
」
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と

つ
ぶ
や
く
。

こ
の

〈
火

の
車

〉

か
ら

〈
金
色

の
蓮

華
〉

に
到

る
場

面

は

巻
十

五

「
造
悪
業

人

、
最
後

唱
念

仏
往

生
語

」
に
素
材

を

と

っ
て

い
る
が
、

こ
の
説
話

は
、
殺
生

、
放
埓

の
限
り

を
尽

し
た
男

が
病

で
死

に
臨

ん
だ

際
、

「火

の
車

」
が

自
分

を
迎

え

に
来

た

の
が

見
え

た

と

い
う

。
病

人
は

恐

ろ

し
く

な

り
、

コ

人

ノ
智

リ
有

ル
僧
」

を
招

き
、

罪
を

つ
く

れ
ば
地

獄

に
堕

ち

る

の
は
本

当

だ

と
後
悔

し

て

い
る
と
語

る
。
僧

は
、
そ

れ
な

ら
弥
陀

の

念

仏

を
唱

え
れ
ば

必

ず
極
楽

往

生
す

る
と
諭

す

。
病
人

は

、
「
南

无
阿
弥

陀

仏

」

を
千

回
唱

え

る
と

「
火

ソ
車

ハ
忽

二
失

ス
。
金
色

シ
タ
ル
大

キ
ナ
ル
蓮

花

一
葉

ナ
ム
、

目

ノ
前

二
見

ユ
ル
ト
」

と

い
う

も

の
で
あ

る
。
悪

人

が
発
心

し

て
往

生
し

た
説
話

で
あ

る
が
、

芥
川

は
姫

君
を
仏

心

に
救

わ
れ
往

生

し
た

と

は
し
な

い
。

即

ち
姫
君

の
目

の
前

に
現

わ
れ

る

の
は
、

「
蓮
華

は
も
う

見
え

ま

せ
ぬ
。
跡

に
は
唯
暗

い
中

に
風

ば

か
り
吹

い

て
居
り

ま
す

る
。
」

「
何

も
、
1

何

も
見

え

ま

せ
ぬ
。
暗

い
中

に
風

ば

か
り
、
i
l

冷

た

い
風
ば

か
り
吹

い
て
参

り

ま
す

る
。
」

で
あ

っ
た
。

〈
暗

い
中

に
、

風
ば

か
り

〉
、

つ
ぎ

に
は

〈
冷

た

い
風

ば

か
り

吹

〉

く
と

し

て
、

救
済

さ

れ
な

い
内

な
る
闇

を
、

闇

の
底

へ
沈

ん
で

ゆ
く

状

況

を
具
象

し

て

い
る
。
念

仏

を
法
師

の
勧

め

に
合

せ

て
唱

え

た

に
も

か

か
わ

ら
ず
仏

心

に
よ

る
救
済

は
得

ら

れ
な

か

っ
た
。
喜

び
も

悲
し

み
も
知

ら
な

か

っ
た
。
唯

あ

る
が

ま
ま

に
生
を

任

せ

て
生

き

た
姫
君

の
生

涯

は
、

地

獄
、

極
楽

の
倫

理

を
超

え
て
、

光

の
な

い
闇

に
沈

ん
で

い

っ
た

と

い
う

こ
と

で
、

た
ど

っ
た
生

涯

は
自
然

な
も

の
で
あ

っ
た

と

い
う

こ

と
に
な

る

の

で
あ

ろ
う

か
。

原
曲
ハ
「
六
宮

姫

君
夫
出

家
語

」

で
は
男

に
抱

き

お
こ

さ
れ
た
女

は
男

を

認

め

て
、
堪

え
ら

れ
な

か

っ
た

の
か
息

を

絶

つ
。
男

は

そ

の
ま

ま
愛
宕

山

へ
行

っ
て
出
家

す

る
と

い
う

こ
と

に
な

っ
て

い
る
。

芥
川

が
男

の
出
家

の

箇

所
を
削

除

し
た

こ
と

は
、
姫

君

の
生
涯

を
語

る
中
核

と
は
無
縁

で
あ

る

か
ら

で
あ

る
。

㈹

は
芥
川

の
創
作

の
章

で
、

〈
男
〉
は
五
章

で
姿

を
消

し
、

姫

君

に
念

仏

を
勧

め

た
法
師

と
、

一
人

の
侍

を
登
場

さ

せ
、
姫

君

の
歎

き

の
声

を
描

く
。

侍

は
法
師

に
向

っ
て
〈
「
こ

の
頃

こ
の
朱

雀

門

の
ほ
と

り

に
、

女

の
泣

き
声

が

す

る
さ
う

で
は

な

い
か
?
」
〉
と
問

う
。

法
師

の

〈
「
お
聞

き
な

さ

れ
。
」
〉

の
返
事

に
耳

を
澄

ま
せ

る
と
、

突
然

何
処

か

ら
か
女

の
声

が
、
細

そ

ぼ
そ

と
歎

き
を
送

つ
て
来

た
。

こ
の

「亡

魂
」

の

〈
歎

き
〉

は
姫
君

の
悲

し

い
訴

え

で
あ

っ
た
。

つ
ま

り

宿
命

の
せ
ん

な
さ

を
自

覚

し
た

心

の
叫

び

〈
何

も
入

ら

ぬ
。
〉
〈
生

き

よ
う

と
も
死

な
う

と
も

一
つ
の
事

ぢ

や
。
〉

で
あ

ろ
う

。

法

師

は
侍

に

「あ

れ

は
極
楽

も
地
獄

も

知
ら

ぬ
、
腑

甲
斐

な

い
女

の
魂

で
ご

ざ

る
。

御

仏

を
念

じ
て

お
や
り

な

さ
れ
。
」

と

い
ざ

な
う
が

、

し

か
し
侍

は
返
事

も

せ
ず

に
、
法

師

の
顔
を

覗

き

こ
ん
だ
。

と
あ

る
。

こ
こ
で
私

は
侍

が

〈
返
事

も
せ
ず

に
〉

と
あ

る

こ
と

に
拘

泥

す

る
。

つ
ま
り
侍

が
返
事

を

し
な

い
で
法

師

の
顔
を

覗

き
込

ん
だ

の
は
、

法
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師

が
語

る

〈
不

甲
斐
な

い
女

の
魂

〉

の
理
由

が
、

侍

に
は
不

可
解

で
あ

っ

た
た

め

で
は
な

か
ろ
う

か
、

そ

の
よ
う

に
芥

川

は
書

い
て

い
る
と
読

む

の

で
あ

る
。
芥

川

は
、

せ
ん
方

な

い
存

在
者

の
姫

君

に
、
生

存

の
意
義

を
問

う
懐

疑
的

な

眼
を
向

け

て

い
た

の
で
は

な

か
ろ
う

か
。

法

師

が
〈
「
あ
れ

は
極
楽

も
地

獄
も

知

ら

ぬ
、

腑

甲
斐

な

い
女

の
魂

で
ご

ざ

る
。
御

仏

を
念

じ
て

お
や

り
な

さ
れ
。
」
〉

と
き

め

つ
け

る

の
は
、
姫

君

に
対

し

て

「
そ
れ

は
す

べ
て
汝

の
責

任
だ

と
、

最
後

の
審
判

が
下

っ
た

に

ま
　

等

し

い
」

と

い
う
批

評
が

あ

る
。
芥

川

の

「
理
智

」

に
よ

る
裁
断

と
解

せ

る
が

、
芥

川

の
狙

い
は
そ

れ

に
と
ど

ま

っ
て

い
る
だ

ろ
う

か
。

ま

た

「地

獄

に
も
極

楽

に
も
落

ち
着

く

こ
と

が

で
ぎ
ず
、
中

有

に

さ
ま

　
む

よ
う
身

と

な

っ
た

の
で
あ

る
」
と

い
う

理
解

で
終

え

て
よ

い
で
あ

ろ
う

か
。

極

楽

も
地
獄

も
知

ら

な

い

〈
不

甲
斐

な

い
〉

姫
君

の
生

涯

に
は
人
間

と

し

て
自
立

す

る
意
欲

も
な

く
、

哀

れ
で
あ

る
。

た
だ
喜

怒
哀

楽

の
感
情

を
得

る

こ
と
も
な

く
、

生

の
な

か

に
宿
命

を

見

て
虚

を
観

じ

て
滅

ん

で
ゆ
く
姫

君

の
、
何

も

い
ら

な

い
、
生

と
死

は

く
一
つ
の
事
ぢ

や

V
と
発

す

る
痛
恨

の
叫

び

こ

そ
実

は

〈
細

そ

ぼ
そ
と
歎

き

を
送

〉
る
声

と

な

っ
て
現
実

に
響

い
て
き

て

い
た

の
で
あ

る
。
姫

君

の
悲
劇

的

な

〈
歎

き
〉

の
真
意

を

し

か

と

み
と

ど
け

な
く

て
は

な
ら

な

い
。

侍
が

耳

に
す

る

〈
歎

き
〉

を
探

っ
て

ゆ

け
ば
、

既

に
述

べ
た

よ
う

に
〈
宿
命

の
せ
ん

な
さ

に
脅

さ
れ
〉
て
、

〈
「
わ

た

し
は
も

う
何

も
入

ら

ぬ
。
」
〉

の
悲

し
さ

に
と

ど
く

こ
と

に
な

る
。
芥

川

は
侍

に

〈
歎

き
〉

の
な

ん
た

る
か
問

い
を

も
た

せ
た

ま
ま
収

束

さ
せ

て

い

る

の
で

は
な

い
か
。

『
芋
粥

』
で
哀

れ
な
五
位

に
同

情

し

て

い
る

〈
無
位

の

侍
〉

を
造

型
し

た
芥

川

は
、

こ
の
第

六
章

で
侍

と
高
徳

の
沙

門
、

内
記

の

上
人

を
現
出

さ

せ

て

い
る
。

〈
不

甲
斐

な

い
女

の
魂

〉
を
説

明

す
る

た
め

に

内

記

の
上
人

の
登

場
が

必
要

だ

っ
た

の
で
あ

り
、

〈歎

き

V
の
真

を
問

う
存

在

と

し

て
侍

が
創

出

さ
れ
た

の
で
あ
ろ

う
。

〈
歎

き
〉

の
底

に
横

た
わ

る

の
は
、
人

は
生

を
享

け
た

と

き
に
宿
命

づ

け
ら

れ

て
い
る

と

い
う

こ
と

で
あ

る
。

と
す

れ
ば
、

そ
れ

は
論

理

で
は
解

け
な

い
生

の
根

源
的

な
命

題
を

、

そ
れ

は

『河
童

』

の
出
産

の
く
だ

り
と

も

響

き
合

う

よ
う

な
実
存

的
な

問

い
を
、

醒
め

た
知

で
突

い
て

い
る

と

い

う

こ

と
に
な

り
は

し
な

い
か
。
先

の
渡

辺
庫

輔
宛

書
簡

で
芥

川
が

述

べ
た

六

の
宮

の
姫

君

の

〈
憐

む

べ
〉

き
姿

は
、

そ

の
よ
う
な

問

い
を
導

き
出

し

て
く
る

の
で
あ

っ
て
、
そ

の
こ
と
は
作

品

に
歴
史
的

時

間
を
所

有

さ

せ
た

こ
と

に
な

り
、

近
代

の
虚
無

を
芥

川

は
見
出

し
た

と

い
う

こ
と

で
あ
る
。

従

っ
て
芥

川
が
第

六
章

の
創

作
を

加
え

た

こ
と

は
作

品

の
世
界

を
大

き
く

深
化

さ

せ
る

こ
と
と

な

っ
た
。

こ

の
よ

う

に
読

ん

で
く

る
と
、

生
存

の
意

義

を

現
実
的

な
問

題

に
据

え

て

い
る
。

「
階
級

問
題

」
が

、

「人

間
」
重

視

が
、
叫

ば

れ
る
時

勢

の
流

れ

の
な

か

で
、

芥
川

は
主

題
を

と

お
し

て
個

の

生

存

を
実
存

的

に
捉

え

よ
う

と
し

て

い
る
。

こ
の
よ
う

に
み
る
と
堀

辰
雄

の
よ
う

に

「
華

や

か
に
し

て
寂

し

い
」

美

と

い
う

詩
的
感

覚

で
作
品

を
押

え

る

こ
と
は
的

を
射

て

い
を

い
。

ま

た
姫

君

の
、

そ

の

一
生

を
憐

み

つ

つ
、

さ
げ

す

も
う

と
し

た
、
彼

の
心

境
を

読

む
こ
と

も
む

り

で
あ

る
。

当
代

に

お

い
て
人

間
性

を
訴

え

る
こ

と
は

「
近

代
」

と

い
う
秩

序

の
う

ち
に
、

生

の
存

在

を
確

め
る

こ
と

で
あ

る
。
芥

川

は
、

宿
命

を
背

負
わ

さ
れ

て
生

き
ね
ば

な

ら
な

い
不
合

理
を
突

き
、
し

か

も

そ

の
不

合
理

を
し

か
た

が
な

い
と
あ

き

ら
め
、
生

き

ね
ば

な
ら

な

い
く
不

「
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甲
斐

な

い
〉
人

間
を

描

き
、
〈
自

由

と
独
立

と

己
れ

と

に
充

ち

た
〉
近
代

の

倫

理

の
照

ら

す
な

か

で
、
芥
川

の
内

な

る
闇
を

重

ね
て

い
る
。

評

者

が
し
ば

し
ば

引

用
す

る
が
、

日
比

谷
公

園

で
文
放
古

を
拾

う

『文

放
古

』

(大
正

13

・
5

「婦
人

公
論

」
)

に
、

芥
川

龍
之

介

と
来

た
日

に
は
大

莫
迦

だ

わ
、
あ

な

た
は

『
六

の
宮

の

姫

君
』

つ
て
短
篇

を
読

ん

で
は

い
ら

つ
し

や
ら
な

く

つ
て

?

(中
略

)

作

者

は
そ

の
短
篇

の
中

に
意

気
地

の
な

い
お
姫
様

を
罵

つ
て
ゐ

る
の
。

ま
あ
熱

烈

に
意
志

し

な

い
も

の
は
罪
人

よ

り
も
卑

し

い
と
云

ふ
ら

し

い

の
ね
。

だ

つ
て
自

活

に
縁

の
な

い
教
育

を
受

け

た
あ

た
し
た

ち

は
ど

の

位

熱
烈

に
意

志

し
た

に
し
.ろ
、
実

行

す
る
手

段

は
な

い
ん

で
せ
う

。

お

姫

様

も
き

つ
と

さ
う

だ

つ
た
と
思

ふ
わ
。

そ
れ
を

得
意

さ
う

に
罵

つ
た

り
す

る

の
は
作
者

の
不
見
識

を

示
す
も

の
ち

や
な

い
の
?

あ
た

し

は

そ

の
短

篇

を
読

ん
だ
時

ほ

ど
、
芥

川
龍

之
介

を
軽

蔑

し
た

こ
と

は
な

い

わ
。

…
…

と

あ
り

、
芥
川

は

こ

の
手

紙

を
書

い
た

〈
何
処

か
の
女

は

一
知
半

解

の

セ

ン
テ

ィ
メ

ン
タ
リ

ス
ト

で
あ

る
〉
と
評

し

て

い
る
。

〈
生

き
よ
う

と
も

死
な

う

と
も

一
つ
事

ぢ

や
〉

の
悲
劇

的

な
意
思

を
根

源
的

に
問

お
う

と
す

る
芥

川

の
眼

は
、

〈
極
楽

も
地
獄

も

知
ら

ぬ
〉
女

の
魂

を

理
智

で
突

き
放

す

よ
う

な
表

現

で
悲
劇

を

際
立

た

せ
て

い
る
。
つ
ま

り
そ

れ
は
、
〈
腑

甲

斐
な

い
女

の
魂

〉
の
向

ケ

に
在

る
も

の
を
実

存
的

に
問

う

の
が

主
題

の

一
つ
で
あ
る
。

そ
れ
だ

か
ら
、

〈
熱

烈

に
意

志

し

た
〉
、

し
な

い
に
し
か
目

を
置

か
な

い
、

皮

相
的

な
見
方

を

す

る
読

者

を

〈
一
知
半

解

〉
と
揶

揄

し
た

の
で
あ

る
。

芥
川

は
、
美

し

い
生

活

の
中

で
、
生

の
宿
命

に
怯

え
、
虚

し
さ
を

深

め

て

い

っ
た
王
朝

の
女

の
魂

に
、

近
代

的
な
虚

無

を
託

し
た

の

で
あ

る
。

註

1

角
川
文
庫

『ト

ロ
ッ

コ
・
一
塊

の
土

芥
川
龍
之
介
』

(昭
和

53

・
1

・
20
)

の

作
品
解
説
。

註

2

昭
和

四
年
東
京
帝
国
大
学
卒
業
に
際
し
卒
業
論
文
と
し

て
執
筆

「芥
川
龍
之
介

論
l
I
芸
術
家
と
し
て
の
彼
を
論
ず
ー

」

註

3

引
用

の
部
分
は
以
下

で
あ
る
。
「歴
史
小
説
と
云
ふ
以
上
、

一
時
代
の
風
俗

な
り

人
情

な
り

に
、
多
少
は
忠
実

で
な

い
も

の
は
な
い
。
し

か
し

一
時
代

の
特
色

の
み
を
、

i
1
殊

に
道
徳
上
の
特
色

の
み
を
主
題
と
し
た
も

の
も
あ
る

べ
き

で
あ

る
。
た

と

へ

ば

日
本

の
王
朝
時
代
は
、
男
女
閥
係

の
考

へ
方

で
も
、
現
代

の
そ
れ
と
は
大
分
違

ふ
。

其
処

を
宛
然
作
者
自
身

も
、
和
泉
式
部

の
友
だ
ち
だ

つ
た

や
う

に
、
虚
心
平
気

に
書

き

上
げ

る
の
で
あ
る
。
こ
の
種

の
歴
史
小
説
は
、
そ
の
現
代

と
の
対
照

の
間
に
、
自
然
或

暗
示

を
与

へ
易

い
。」

註
4

『伝
記
芥
川
龍
之
介
』

(昭
和

53

・
1

・
27
、
六
興
出
版
)

註
5

新
潮
文
庫

『芥
川
龍
之
介
』

(昭
和

42

・
6

・
15
、
新
潮
社
)

註
6

註
ω

に
よ
る
。

註
7

『古
曲
ハと
近
代
作
家
-

芥
川
龍
之
介
1

』

(昭
和

42

噂
、4

・
25
、
有
朋
堂
)

註
8

『今
昔
物
語
集
四
』

日
本
古
曲
ハ文
学
大
系

(昭
和

册

・
3

・
5
、
岩
波
書
店
)。

以
下

こ
の
種

の
引
用
は
岩
波
版
日
本
古
典
文
学
大
系

に
よ
る
。

註
9

註

7
の
著
書
に
よ
る
。
「六
の
宮

の
姫
君

の
哀
れ
な
生
涯
を
、
美
し

い
文
章

で
同

情
的

に
語

っ
て
き
た
だ
け
に
、
こ
こ
で
俄
か
に
彼
女
を

「極
楽
も
地
獄
も
知
ら
ぬ
腑
甲

斐

な
い
女
」
と
き
め

つ
け
る
の
は
、
不
意

に
横
腹
を
衝

か
れ
る
思

い
で
あ
る
。
そ
の
効

果
を
芥
川

は
期
待
し
、
と
も
す
れ
ば
感
傷

に
流

れ
易

い
こ
の
題
材

に
理
智
的
な

し
め

く
く
り
を
つ
け
よ
う
と
し
た
ら
し

い
が
、
上
人

ま
で
が
寄

っ
て
た
か

っ
て
こ
の
哀

れ

な
女

に
最
後

の
打
撃
を
与

え
た

と
の
感
が
深

い
。
酷
薄
な
運
命

に
鞭
打
た

れ
る
さ
え

あ
る
に
、
そ
れ
は
す

べ
て
汝
の
責
任
だ
と
、
最
後
の
審
判

が
下

っ
た

に
等
し

い
。
神
仏

は

い
ず

れ
に
あ
り
や
と
、
彼
女
の
た
め
に
抗
弁
し
た
く
な
る
の
は
、
私

一
人
の
過
当

な

ヒ

ュ
ー

マ
ニ
ズ
ム

で
あ

ろ
う

か
。
私

は
む
し

ろ
こ
の
場
面

は
な

い
方
が

よ

い
と
思

う
。
」
と
論

じ
て
い
る
。

註
10

塩

田
良
平
、
文
庫
本

『芥
川
龍
之
介
』

(昭
和
30

・
8

・
25
、
学
燈
社
)
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