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科
報

第
二
十
五
号

(平
成
九
年
三
月
十
八
日
)

雑
誌

「驢
馬
」

に
お
け
る
芥
川
龍
之
介
と
中
野
重
治

菊

地

弘

一

「
驢

馬
」
は
大
正

一
五
年

四
月

に
創
刊

し
、

昭
和

三
年

五
月

、

一
二
号

を

出

し

て
廃
刊

し

た
同

人
誌

で
あ

る
。
月

数

と
号
数

が

一
致

し
な

い
の
は
途

中

、
休

刊
が

あ

る
か
ら

で
あ

る
。
す
な

わ
ち
大

正

一
五
年

八
月

と

一
二
月

、

昭

和

二
年

四
月

よ
り
昭

和

三
年

一
月
ま

で

の

一
〇

箇
月

間
、

及
び

昭
和

三

年

三
月

、

四
月

は
休
刊

し

て

い
る
。

雑
誌

の
題
名

「
驢
馬

」

は
堀
辰
雄

の
提
案

に
よ

る
。

誌
名

が
決

ま

る
ま

(註
1
)

で
の
経
緯

を
少

し

長
く

な

る
が
堀

の

『
二
人

の
友

一
・

中
野

重

治
』

を

引

用
し

て
辿

っ
て
み
よ

う
。

堀

は
す

で
に
中

野
が

『
波

』
と

か

『豪

傑
』

な

ど
す
ば

ら

し

い
抒

情
詩

を
書

い
た

こ
と
を
紹

介

し

て
、

話

が
雑
誌

の
題

名

の

こ
と

に
な

つ
た
。

す
る

と
中

野
は

「
シ

ヤ
リ

ン
」

と

い
ふ

の
は
ど

う

か
ね
と

云

つ
た
。

「
シ

ヤ
リ

ン
?
」
何

の
こ
と

か

み
ん

な

に
は
分

か
ら

な

か

つ
た
。

そ

し
た

ら
彼

は

「
車

の
輪

の
車

輪
だ

」

と

説
明

し

た
。
そ

し

て

一
人

で
そ
れ
が

ひ
ど

く
気

に
入

っ
て
ゐ

る
ら
し

か

つ
た

。
誰

か
が

、

そ
れ

は
字

面

は

い

い
が

、
言
葉

で
は
何

の

こ
と
や

ら

解

ら

な

い
か
ら

駄
目

だ

と
反
対

し
た
。

そ

れ

で
は

「赤

縄
」

と

い
ふ
の

は
ど

う
だ

い
と
彼

は
再
び

云

つ
た
。

そ
れ

は
ま

た
誰

か

に
そ
れ

は
あ

ん

ま
り

君
だ

け

の
好

み
で
あ

り
過
ぎ

る
、

と

い

つ
て
反
対

さ

れ
た
。

そ

の

時

分
、

も
う

す

で

に
、

僕
等

の
仲

間

で
中

野

一
人

だ

け
が

「
プ

ロ
レ
タ

リ

ア
詩

人
」

に
な

つ
て

ゐ
た

の
で
あ

つ
た
。

雑
誌

の
題

は
、

と

う
と
う

「驢

馬
」

と

い
ふ

の

に
決

つ
た

。

こ
れ

は

僕

が

フ
ラ

ン

ス

・
ジ

ヤ

ム
の
詩

か
ら
思

ひ

つ
い
た
名
だ

つ
た

。
僕

が
最

初

そ

れ
を
云

ひ
出

し

た
時

は

「
何

?

驢
馬

か

?

は
ツ

は
ツ

は
」

と

中

野
が
真

先

に
な

つ
て
笑

つ
た
が

、

み
ん
な

は

い

つ
か
こ

の
名

前

に
愛

着

を
持

つ
や

う

に
な

つ
た
。

そ
し

て
最
後

に
こ
れ

に
し

よ
う

か
と

云

ふ

こ
と

に
決
ま

り

か
け

た
時

、

中
野

は
最

も
そ

れ

に
賛
成

し
た

一
人

だ

つ

た

。

そ
れ

は
、

そ

の
頃

(も

ち

ろ
ん
今

で
も
変

り

は
な

い
が

)

み
ん
な
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は

ひ
ど
く

貧
乏

し

て
ゐ
た

し
、

そ
れ

に
み

ん
な
揃

つ
て
あ

の
不
幸

な
動

物

を
歌

つ
た
ジ

ヤ
ム

の
詩
が

好

き
だ

つ
た
り

し

て
ゐ
た

か
ら

で
あ

つ
た

ら

う
。

と
記

し

て

い
る
。

中

野

一
人

だ

け
が

す

で
に
プ

ロ
レ
レ
タ

リ
ア
詩

人

と
し

て
映

っ
て
い
た

こ
と

が
見
逃

せ
な

い

一
文

で
も
あ

る
。

　　

　
　

中
野
重
治
は

『驢
馬
』
に
つ
い
て

詩
を
中
心
と
す
る
文
学
同
人
誌
。
誌
名
は
同
人
堀
辰
雄
の
提
案
に
か

か
り
、
表
紙
文
字
は
芥
川
龍
之
介
と
親
し
か
つ
た
医
師
下
島
空
谷
が
書

い
た
。
同
人
は
宮
木
喜
久
雄
、
太
田
辰
夫
、
堀
辰
雄
、
西
沢
隆
二

(ひ

ろ
し

.
ぬ
や
ま
)、
平
木
二
六
、
窪
川
鶴
次
郎
、
中
野
重
治
、
渡
辺

一
、

葛
巻
義
敏
で
あ
つ
た
が
、
平
木
は
後
に
同
人
か
ら
退
い
た
。
同
人
は
室

生
犀
星

の
と
こ
ろ
に
あ

つ
ま
つ
て
い
た
雑
階
級
的
文
学
青
年
か
ら
な

り
、
犀
星
、
龍
之
介
、
萩
原
朔
太
郎
を
準
同
人
と
し
て
扱
い
、
こ
れ
ら

の
三
人

の
ほ
か
福
士
幸
次
郎
、
高
村
光
太
郎
、
佐
藤
惣
之
助
、
千
家
元

麿
、
佐
藤
春
夫
な
ど
も
稿
を
寄
せ
た
。
雑
誌
お
よ
び
同
人
の
全
体
と
し

て
の
傾
向
は
、
し
い
て
い
え
ば
小
ブ
ル
ジ

ョ
ア
的
人
間
主
義
で
あ
り
、

生
活
と
の
結
び

つ
き
を
基
礎
的
に
認
め
た
上
で
は
芸
術
の
独
自
性
を
強

く
主
張
し
た
。
犀
星
の
同
人
に
た
い
す
る
態
度
は
極
め
て
特
徴
的
で
、

芸
術
と
人
生
上
に
た
い
す
る
態
度
を
教
え
ず
に
た
だ
学
ぶ
に
ま
か
せ
る

(学
ば
ぬ
に
も
ま
か
せ
る
)
と
い
う
ふ
う
で
あ
つ
た
か
ら
同
人
は
反
つ
て

学
ん
だ
。
『驢
馬
』は
今
日
な
お
命
の
あ
る
多
少
の
作
を
発
表
し
、
外
国

か
ら
の
翻
訳
に
お
い
て
も
新
し
い
も
の
を
日
本
に
与
え
た
。
同
人
の
多

数
は
の
ち
共
産
主
義
に
傾
き
、
早
く
死
ん
だ
太
田
辰
夫
を
除
き
、
病
気

の
堀

辰
雄

を

も
入

れ

て
、

第

二
次
世

界
戦

で
は

一
人

の
積
極

的

侵
略

戦

争
協

力
者

を
も

出

さ
な

か

つ
た
。

と
、
同

人

の
動
向

と
雑

誌

の
性

格

を
明

示
し

て

い
る
。
同

人
各

自

が
た

が

い
の
芸
術

上

の
立
場

を
認

め
合

う

と

い
う

寛
容

な
人

間
的

な
強

い
絆

が
あ

っ
た
。
ま

た
同

人
た

ち

の
動

向

に
関

し

て
室

生
犀

星

の
「
『驢

馬
』
の
人
臨

隔
)

に
よ

る

と
、

ぬ
や
ま

・
ひ
ろ
し

、
宮
木

喜
久

雄
、

窪

川
鶴
次

郎
、

中

野
重

治
、

堀
辰
雄

の
五
人

が
同

人

の
主

立

っ
た
者

で
、

編
集

と
校

正

は
宮
木

喜

久

雄

が
担
当

し

て
、
編

集

の
会
合

も
宮

木

の
部
屋

で
行

な
わ

れ
た

と
し

て

い
る
。
宮

木

が
紹

介
も

な
し

に
ふ
ら
り

と
訪

ね

て
き
た

こ
と

を
書

き
、

そ

し

て
私

の
家

に
西
澤
隆

二

(
ぬ
や
ま

・
ひ
ろ
し
)

と
知

り
合

ひ
、

堀

辰
雄

と
知

り
、

中
野

、
窪

川

と
知

り
合

つ
た

の

で
あ

る
。

『
驢
馬

』
の

わ
ぎ
わ
ざ

印
刷
費
が
東
京
で
は
高
く
つ
く
の
で
、
金
澤
の
何
と
か
印
刷
所
に
態
々

原
稿
を
送
り
、宮
木
は
校
正
そ
の
他
の
用
件
で
度
た
び
金
澤
に
行

つ
た
。

金
澤
に
中
野
、
窪
川
の
友
人
で
準
同
人
の
太
田
辰
夫
と
い
ふ
四
高
の
学

生
が
ゐ
て
、
宮
木
は
そ
の
家
に
泊
り
込
ん
で
校
正
を
し
て
ゐ
た
の
で
あ

る
。
同
人
費
は
五
圓
く
ら
ゐ
に
覚
え
て
ゐ
る
が
、
印
刷
製
本
代
に
不
足

分
の
三
四
十
圓
は
私
が
毎
月
手
傳
ふ
こ
と
に
な

つ
て
ゐ
た
が
、
宮
木
の

汽
車
賃
も
同
様
私
が
支
拂
つ
た
。
私
の
役
目
は
同
人
費
不
足
の
支
拂
ひ

だ
け
で
、
原
稿
を
見
る
と
か
編
輯
の
事
と
か
は

一
切
加
は
ら
な
か
つ
た

し
、
面
倒
な
仲
間
の
話
は
聞
い
た
こ
と
も
な
か
つ
た
。
今
日
は
確
か
に

皆
が
集
ま
つ
て
ゐ
る
日
だ
と
思
つ
て
前
を
通
つ
て
も
、
宮
木
の
部
屋
に

は

一
度
も
あ
が
ら
ず
に
通
り
す
ぎ
て
ゐ
た
。

編
輯
と
か
会
合
の
後
に
時
々
、
夕
食
を
た
べ
に
皆
が
私
の
家
に
ど
か

一70一



吻

ど
か
と
や
つ
て
来
て
、
夕
食
を
済
ま
せ
る
と
ま
た
宮
木
の
部
屋
に
戻
つ

て
行
く
く
ら
ゐ
の
事
が
あ
る
だ
け
で
、
『驢
馬
』編
輯
方
針
の
話
は
あ
ま

り
出
な
か
つ
た
。
(中
略
)
堀
辰
雄
は
月
に
三
四
度
は
田
端
に
現
は
れ
、

同
人
の
う
ち
で
一
等
早
く
芥
川
龍
之
介
と
知
り
合
ひ
、
お
医
者
で
あ
り

能
書
家

の
下
島
勲
が

『驢
馬
』
の
表
紙
の
字
を
書
き
、
表
紙

一
杯
の
大

き
な
書
体
に
お
書
き
下
さ
い
と
い
ふ
示
唆
を
与
へ
た
者
は
、
私
で
あ
つ

た
。
詩

の
み
や
こ
の
王
様
は
芥
川
龍
之
介
で
あ
つ
た
が
、
王
様
は
或
る

時
、
剣
士
中
野
重
治
の
詩
を
読
ん
で
一
度
会
ひ
た
い
と
仰
せ
ら
れ
、
中

野
は
王
城
で
は
じ
め
て
時
め
く
剣
技
至
ら
ざ
る
な
き
王
様
に
謁
見
、
王

様
は
ひ
そ
か
に
蔵
し
て
ゐ
た
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
の
詩
二
三
編
を
中
野
に
示

(註
4
)

し
剣
士

の
機

嫌

を
占
う

た
。

(中
略

)

『
驢
馬

』
同

人

で
王
城

に
上

つ
た

者

は
中

野

と
堀

の

二
人

が
、

お
も

で
あ

つ
た

。

と
書

い
て

い
る
。
文
末

の
と

こ
ろ

で
は
、

堀
辰

雄

一
人
残

し

て
四
人

は
共

産
党

に
は

い

っ
て

い

っ
た
、
室

生

は
私

は
原
稿

を
書

い
て
食

え

た

か
ら
よ

い
が

、
食

え
な

か

っ
た
ら

仲
間

に
入

っ
て

い
た

か
も

知

れ
な

い
と
心

境
を

あ

か
し
、

厳
し

い
当
時

の
弾
圧

の
手

が
私

の
身

辺

に
も
及

ぶ

か
も
知

れ
な

い
と
思

い
、
覚
悟

し
用
心

し

て

い
た

が
、
私

は
踏

み
込

ま
れ
な

か

っ
た
、

口

の
固

い
友

達

は
誰

も
私

の
名

を

口
に
し

な

か

っ
た

の
だ

と
、

彼
等

に
対

す

る
信
頼

と
強

い
絆

を
表

現
し

て
結

ん

で

い
る
。
以

上
あ
げ

た

文

か
ら
観

取

で
き

る
こ

と
は
、

「
驢
馬

」
同

人

に
向

け
た
室
生

犀

星

の
慈

愛

深

い
心
情

で
あ

る
。

犀
星

の
温

か

い
大
き

な
懐

の
中

に
彼
等

は

つ

つ
ま
れ
詩

的
精

神

を
、

イ
ズ

ム
を

、
形
成

し

て

い

っ
た

こ

と
が
知

ら
れ

る
。

と
こ

ろ
で

「
驢
馬

」

に
は
芥

川

の
近

詠
十

句

と
、

『
横
須

賀
小

景
』

(第

二
号
)、
『僕
は
』
(第
九
号
)、
『僕
の
瑞
威
か
ら

(遺
稿
)』
(第
十

一
号
)

の
三
作
品
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
ち
な
み
に
十
句
を
あ
げ
る
と

偶
作

ω

庭
つ
ち
に
皐
月
の
蠅
の
親
し
さ
よ

旅
情

②

し
の
の
め
の
煤
ふ
る
中
や
下
の
関

以
上
創
刊
号

即
景

③

唐
棕
櫚
の
下
葉
に
の
れ
る
雀
か
な

鵠
沼

ω

陽
炎
や
棟
も
落
ち
た
る
茅
の
屋
根

悼
亡

㈲

更
け
ま
さ
る
火
か
げ
や
こ
よ
ひ
雛
の
顔

以
上
第
三
号

⑥

糸
萩
や
風
軟
か
に
若
葉
か
な

ω

さ
み
だ
れ
や
青
柴
つ
め
る
軒
の
下

㈹

破
調

兎
も
片
耳
垂
る
る
大
暑
か
な

以
上
第
五
号

・

⑨

据
ゑ
風
呂
に
頸
す
ぢ
さ
す
る
夜
寒
か
な

⑩

灰
捨

つ
る
路
は
槐
の
莢
ば
か
り

以
上
第
七
号

,で
あ
る
。
こ
の
中
の
い
く
つ
か
の
句
は
書
簡
に
も
入
っ
て
お
り
、
ω
は
室

生
犀
星
宛

(大
正

一
四
・
一
〇
・二
四
)
、
②
は
室
生
犀
星
宛

(大
正

一
四
・
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九

.
一
)
、
⑤

は
佐

佐

木
茂
索

宛

(大

正

一
五

・
四

・
九
)
、

ω

は
平
木

二

六
宛

(大
正

一
五

・
五

・
二

一
)

と
室

生
犀

星
宛

(大

正

一
五

・
五

・
二

九

)
、
㈲

は
室

生
犀

星
宛

(大

正

一
五
・
五

・
二
九

)
と
佐

佐
木

茂
索

宛

(大

正

一
五

.
六

.
一
)
、

芥
川

は
佐

佐
木

へ
の
書
簡

で

〈
こ

の
間

の
句

は
改
作

し

た
〉
と
し

て
、

「破

調
」
の
見

出
し

を

つ
け

て

い
る
。
⑨

は
佐
佐

木

茂
索

宛

(大
正

一
五

・
九

・
一
六

)

で

〈
頸

す
ぢ

さ
す

る
〉

が

〈
頸
骨

さ
す

る
〉

と
異
同

し

て

い
る
。
⑩

は

『
槐
』

(大

正

一
五

・
一

一
・
一
、

「
美
術

新
論

」

創

刊
号

)
の
末
尾

に

「北

京

」
の
見

出

し

で
載

っ
て

い
る
。

〈
兎
も

〉
の
句

を
除

い
て
、
整

っ
た
形
式

で
、
あ

る

一
点

を
鮮

か

に
盛

る
繊
細

な
感

覚

と

才
能

を

う

か
が
え

る
句

で
あ

る
。

『横

須
賀

小

景
』

は

「
カ

フ

ェ
」

「
虹
」

「
五
分

間
写

真
」

「
小

さ

い
泥
」

の
四

つ
の

コ

マ
か
ら

な
り

、
視
覚

、
嗅

覚
、

錯
覚

、

形

(脚

に

つ
い
た
小

さ
な

泥

の
あ

と

)

に
よ

っ
て
生

れ
た
連

想
を

つ
づ

る
方

法

で
描

か
れ

た
散

文

詩

で
あ

る
。

『僕

は
』
は

〈
誰

で
も

わ
た
し

の
や

う
だ

ら
う

が

?
ー

ジ

ュ
ウ

ル
.
ル
ナ

ア
ル
〉

の
傍
題

が
あ

る
。

〈
僕
〉

の
感

情
、

感
覚

を
露

に
し

た

人
間
臭

を
感

じ

さ
せ

る
、

ア

フ
ォ
リ
ズ

ム

(石
原

千
秋

)

で
あ

る
。
詩

的
精

神

で
創

ら
れ

た

〈
最

も
詩

に
近

い
小

説
〉

を
主

張
し

た
芥

川

の

ス
タ

ン
ス
を
考

え

て
み

る
と
、

こ

こ
で

の
二
作

品

の
出

来
栄

え

の
善

し
悪

し
を

評
価

の
対
象

に
す

る
よ
り

は
、

そ

の
小

説

の
方
法

に
留

意

し
な

け
れ
ば

な

ら
な

い
で
あ

ろ
う

。

芥
川

の
歿
後

掲

載

さ
れ
た

『僕

の
瑞
威

か
ら

(遺

稿

)
』

は
、

「信

條
」

　　
　
　

「
レ

ニ
ン
第

一
」
～

「
レ

ニ
ン
第

三
」

「
カ

イ
ゼ

ル
第

一
」

「
カ
イ

ゼ

ル
第

二
」

「
手

」

「生

存
競

争
」

「
立

ち
見

」
の
九

節

か
ら

な
る

ア

フ
ォ
リ
ズ

ム

の
形
式

の
詩

で
あ

る
。
死

に
よ

っ
て
は
じ

め

て
娑

婆
苦

か

ら
救
済

さ

れ
る
、

ま

た

レ
ー

ニ
ン
を
情

緒
的

に
捉

え
、

そ
し

て
対
象

化

す

る
、

カ
イ
ゼ

ル
と

い
え

ど
も
自

由

意
志

で
行

動

は
と
り

に
く

い
と
す

る
、
プ

ロ
レ
タ
リ

ア
社
会

が

実

現

し

て
も
餓

死
者

は

い
る
と

す
る
認

識
、

優
勝

劣
敗

が
現

実
社

会

の
実

相

で
あ

る

と
す

る
、
思

想
革

命
者

も
伝

統
的

美
意

識

か
ら
脱

す

る
こ

と
は

難

し

い
な
ど

、
懐

疑
的

で
あ

り
、

ま
た

ニ
ヒ

ル
な
思

想

に
落

ち
込

ん

で

い

る
心
境

を
う

か
が

わ
せ

る

「詩

」

で
あ

る
。

二

 

一
九

二
〇

年
代

後
半

は
、

文
学

思
潮

の
視

点

か
ら

す

る
と
、

い
わ

れ

て

い
る

よ
う

に
既
成

文
学

に
、

プ

ロ
レ
タ
リ

ア
文
学

の

「
革
命

の
文

学
」

の

主

張

と
、
前

衛
芸

術
運

動

の
表
現

改
新

を
唱

え

る

「
文
学

の
革

命

」
が
流

行

し
た
。

そ

の
よ

う
な

思
潮

の
な

か
で
、

芥
川

の
芸

術
論

理

は
、

い
か
な

る
文

芸
上

の
作

品

も

〈
詩

的
精

神
〉

の
無

い
と
こ

ろ

に
は
成
立

し

な

い
と

旗
色

を
鮮

明

に
し

て

い
る
。

す
な
わ

ち

〈詩

的
精

神

〉

の
深
浅

の
度
合

が

芸
術
作

品

の
価

値
を
決

め

る

こ
と
は
、

エ
ッ
セ
イ

『文

芸
雑

談
』

(
「文

藝

春

秋
」

昭
和

二

二

)

や
、

昭
和

二
年

四
月

よ

り

「改

造
」

に
連

載
す

る

『
文
芸
的

な

・
餘

り

に
文

芸
的

な
』

で
谷
崎

潤

一
郎

に
対

し

て
展
開

さ
れ

た

小
説

の
筋

論

の
趣
意

を
探

れ
ば

明

瞭

で
あ
る
。
芥
川

は
私

小
説

に
し

て
も

、

新
傾

向

の
文
学

に
あ

っ
て
も

〈
詩
的

精
神

〉

に
よ

っ
て
形

象
化

さ

れ
た
作

品

と
み

れ
ば
首

肯

す
る

ス
タ

ン

ス
で
あ

る
。
葛

西
善

蔵
、

瀧
井
孝

作

の
作

品

に
賛
辞

を
呈

し
た

の
は
美

的

イ

メ
ー
ジ

を
作

か
ら

見
出

し
た

か
ら

で
あ

る
。
同

じ

理
由

か
ら
中

野
重

治

の
詩

に
感
得

し

た

の
で
あ

る
。
『文
芸

雑
談

』

一72一



の
な
か

で
、

僕

は
又
、
プ

ロ
レ
タ

リ

ア
文

芸

に
も

か
な

り
、
希

望

を
持

つ
て
ゐ
る
。

(中

略
)
昨

日

の
プ

ロ
レ
タ
リ

ア
文

芸

は
、
た

だ
作

家
が
社

会

的
意
識

の

あ

る

こ
と
を

、
唯

一
無

二

の
条

件

と
し

て

ゐ
た
。

(中
略

)
批

評
家
達

は

所

謂
ブ

ル
ジ

ヨ
ア
作
家
達

に
社

会

的
意
識

を
持

て
と
云

つ
て
ゐ

る
。

僕

も

そ

の
言
葉

に
異
存

な

ど

は
な

い
、
然

し
又
、

所

謂
プ

ロ
レ
タ
リ

ア
作

家

に
も
詩

的

精
神

を
持

て

と
云

ひ
度

い

の
で
た

る
。

僕

は
近
頃

、
斯
う

い
ふ
希
望

が
徒

で
な
か

つ
た

こ
と
を

感

じ

て
ゐ
る
。

譬

へ
ば
中

野

重
治

の
詩

な
ど

は
昨

日

の
所

謂
プ

ロ
レ
タ

リ

ア
作

家

の
作

品

の
様

に
精

彩
を
欠

い
た
も

の

で
は
な

い
、

ど

こ
か
今
迄

に
類

少

い
、

生

ぬ

き

の
美

を
具

へ
て
居

る

と
評

言
し

て

い
る
よ

う

に
、

中

野

の
詩

に
芥

川

は
己

の
イ
デ

ア

の
美

に
適

う
も

の
を

見
出

し
た

の
で
あ

る
。

そ

れ

で
は
芥
川

の
プ

ロ
レ
タ

リ

ア
詩

に

文
芸

に
求

め
た

も

の
は
何

か
、

『
文
芸

的
な

、
餘

り

に
文
芸

的
な

』
の

「
二

十

七

プ

ロ
レ
タ
リ

ア
文
芸

」
の
な

か
で
、

〈
僕
等

は
時

代

を
超
越

す

る
こ

と

は
出

来

な

い
。

の
み
な

ら
ず
階

級

を
超
越

す

る

こ
と
も
出

来

な

い
〉

と

ま
ず

ア

ク
チ

ュ
ア

ル
な
感
覚

と
存

在

を
示
現

し

て

い
る
。

そ

の
上

で
芥

川

は
日
常

生
活

を
拘

束

す
る

も

の
は
思
想

だ

け

で
な
く
、

階
級

、
環

境
、

境

遇
な

ど
驚
嘆

せ
ず

に
は

い
ら
れ

な

い
ほ
ど

で
あ

る
、
文

芸

は
単

に
イ
デ

オ

ロ
ギ

イ
や

イ
ズ

ム

で
は
掴

め
な

い
、
複

雑

に
錯
綜

し

た
意
識

を
具

し

て

い

る
、
新

し

い
文
芸

を
生

ず

る
と

す
れ
ば

、
プ

ロ
レ
タ

リ
ア
的

魂

を
根
底

に

し
た

も

の
で
な

け
れ
ば

な

ら
な

い
と
強

調

す
る
。

僕

は
隅

田

川

の
川

口
に
立

ち
、
帆
前

船

や
達

磨
船

の
集

ま

つ
た

の
を

見

な
が

ら
今
更

の
や
う

に
今

日

の
日
本

に
何

の
表

現
も
受

け

て
ゐ

な

い

「
生

活

の
詩

」
を
感

じ
ず

に
は

ゐ
ら

れ
な

か

つ
た
。

か
う

云
ふ

「
生
活

の

詩
」

を
う

た

ひ
上
げ

る

こ
と

は

か
う

云

ふ
生
活

者

を
待

た
な

け
れ
ば

な

ら

ぬ
。
少

く

と
も

か
う

云
ふ
生

活
者

に
ず

つ
と
同
伴

し

て
ゐ
な

け

れ
ば

な

ら

ぬ
筈

で
あ

る
。

コ
ム
ミ

ユ

ニ
ズ

ム

や
ア

ナ
ア

キ
ズ

ム

の
思

想
を

作

品

の
中

に
加

へ
る

こ
と

は
必
ず

し
も

む
つ

か
し

い
こ
と

で
は
な

い
。
が
、

そ

の
作
品

の
中

に
石

炭

の
や
う

に
黒

光

り

の
す

る
詩

的
荘

厳
を

与

へ
る

も

の
は
畢

竟
プ

ロ
レ
タ

リ
ア
的

魂
だ

け

で
あ

る
。

と
明
示

す

る
。
〈
「
生
活

の
詩

」
〉
を

歌
う

、
歌

う

こ
と

は
生
活

を
そ

の
ま
ま

表

出

す
る

の
で

は
な

い
。
詩

的
精

神

に
よ

っ
て
形

象
化

さ
れ

た
イ

メ

ー
ジ

を

歌
う

の
で
あ

る
。

そ
れ

は

〈
詩

的
荘

厳
〉

の
魅

力
を
持

っ
て

い
る
も

の

で
な

け
れ
ば

な
ち

な

い
。
中

野
重

治

は

「
驢
馬

」
に

『北

見

の
海
岸

』

(創

刊

号
)
、

『夜

明

け
前

の
さ
よ

な
ら

』

(第

二
号

)
、

『
ま
夜

中

の
せ

み
』

(第

三
号
)
、

『機

関
車

』
の
詩

題

で

『
歌
』

(第

五
号

)
な
ど
、

生
活

感

情
、
感

覚

に
根

ざ
し

た
抒

情
詩

を
発

表
し

た
。

哀
し

さ

に
お

い
て
切
実

な

呼
び
声

が

あ
り

、
燃

え
た

た

せ
る
詩

情
が

あ

る
。
沈
潜

の
中

で
躍
動
感

を

み

せ
る

そ

の
よ
う
な
中

野

重
治

の

「生

活

の
詩
」
に
芥

川
龍

之
介

は
詩

的
精

神
を

、

魂

の
美

質
を

見
出

し

た

の
で
あ

る
、
あ

ま
り

に
人
間

的

な
呼
び

声

と
し

て
、

芥

川
を
感

動

さ

せ
た

の
で
あ

る
。

そ
れ

が
先

に
あ
げ

た

エ
ッ
セ
イ

の
中

で

中

野
重

治
を

〈
今
迄

に
類
少

い
、
生

ぬ
き

の
美

を

具

へ
〉

た
詩

人

と
評
価

し

た

ゆ
え
ん

で
あ

る
。

人
間
的

な

呼
び

声

は
、

こ
の
時
分

の
芥
川

が
生
活

の
上

で
も
芸
術

の
上

　　
　
　

で
も
愛

し
た

も

の
で
あ

る
。

小
品

『
或
社

会
主

義
者

』

は
、

か

つ
て

く
若
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い
社

会
主
義

者

〉

で
あ
り

、
〈
詩

的

な
情
熱

〉

に
富

ん
だ

く
「
リ

イ
プ

ク
ネ

ヒ

ト
を
憶

ふ
」

の

一
篇

V

を
発
表

し
自

信

を

い
だ

い
て

い
た

〈
彼

〉

が
、

や
が

て
社
会

主
義

か
ら
落
伍

し

て
、
今

は
父

親

と
な

っ
て
家

庭

に
も
生

活

に
も
満

足

し

て
お
り
、

若

い
時
代

を

〈
人
間

的

に
、
恐

ら
く

は
餘

り

に
人

間

的

に
〉
懐
し

く

思

い
出
す

と

い
う
筋

で
、

芥
川

の
人

間
性

が
窺

え

る
も

の
に
な

っ
て

い
る
。
そ

れ
と
関

連
づ

け

て
言
え

る

こ
と

は
、
『侏
儒

の
言
葉

』

の

「
レ

ニ
ン
」

(
「文

芸
春

秋
」

大

正

=
二

・
三
)

で

わ

た
し

の
最

も
驚

い
た

の
は

レ

ニ
ン

の
餘

り

に
当

り
前

の
英
雄

だ

つ

た

こ
と

で
あ

る
。

と

い
う
よ

う

に
、
偶
像

化

し
な

い
認
識

で
革
命

の
指
導

者

を
扱

っ
て

い
る

こ

と
で
あ

る
。

そ
れ

に
近
似

し

た
類
だ

が
、

『或

阿
呆

の

一
生

』
の

「
三
十

三

英

雄
」

に
お

い
て
、

ア

フ
ォ
リ
ズ

ム
形

式

で

レ
ー

ニ
ン
を

二
面
的

に

描

き
、

終
連

で

君
は
僕

等

の
東
洋

が
生

ん
だ

草
花
の
匂
の
す
る
電
気
機
関
車
だ
。
ー

と
あ

る
よ
う

に
、
植

物
的

な
感

覚

の
う

ち

に

レ
ー

ニ
ン
を
革
命

の
英

雄

と

　　

　
　

せ
ず

相
対

化

す
る
、
芥

川

の
感
覚

が
窺

え

る
。
『玄

鶴
山

房
』

(中

央

公
論

L

昭
和

二

・

一
)

の
終
末

で
リ

イ
プ
リ

ネ

ヒ
ト
を

読

む
大
学

生
を

描
出

し
、

新
時

代
を

予
測

し

た
と

か
、
久
板

卯

之
介

か
ら

社
会

主
義

に

つ
い
て
教

え

ら

れ
た

と
か
、

一
九

二

四
年

頃

よ
り
系

統

的

に
社

会

主
義

の
文
献

を

よ
ん

だ
と

よ
く

い
わ

れ

る
。

が
、

あ

ま
り

そ
れ

ら
を
重

視

す

る
こ
と

は
芥
川

の

思

想

を
歪

め

て
し
ま
う

。
芥

川

の
や

さ
し

い
人
間

性

と
時

流

へ
の
感
覚

は
、

プ

ロ
レ
タ

リ
ア

へ
関
心

も

た
せ

た
が
、

そ

れ
は

マ
ル
ク

ス
主

義

が
時
代

の

風

潮

の

一
つ
で
あ

る

か
ら
、
無

関

心

で
は

い
ら
れ

な

か

っ
た

こ
と

に
よ

る
。

し
か

し
芥
川

の
文

学
思

想

は
時
代

の
思

潮

の
な

か
で

〈詩

的

正
義

の
為

に

戦

〉

い
、

一
箇

の
傑

作

を
創

出
す

る
た

め

の
詩

的
精

神

を
所
有

す

る

こ
と

で
あ

っ
た
。
私

、

心
境

小
説

、
プ

ロ
レ
タ
リ

ア
文
学

の
枠

を
越

え

た
詩
的

浄
火

に
よ

っ
て
虚
構

化

さ
れ

た
作

を
、
あ

る

い
は
詩

的
浄

火

に
よ

る

「
生

活

の
詩
」
を
愛

し
た

の
で
あ

る
。

〈
中

野
重

治

の
詩
な

ど

は
昨
日

の
所

謂
プ

ロ
レ
タ
リ

ア
作

家

の
作

の
様

に
精

彩

を
欠

い
た

も

の
で

は
な

い
〉

と

い
う

芥
川

は
、
中

野

の
詩

に
、

「
生
活

の
詩

」
を
認

め

〈
詩

的
荘

厳
〉
を
感

じ
た

の

で
あ

る
。

(
こ
の
稿

つ
づ

く
)

註(1
)

筑
摩

版

『堀
辰
雄
全
集
第

四
巻
』

(昭
和
五
三

二

・三
〇
)
解
題

に

「昭
和
五

年
七
月
号

(七
月

一
日
刊
)
の

「詩
神
」
第

六
巻
第
七
号

に
、

「中
野
重
治

と
僕
」

と
題
し

て
発
表

さ
れ
た
L
と
あ

る
。

(2
)

『世
界
現
代
詩
辞
典
』

(
一
九
五

一
・
一
一
・三
〇
、
創
元

社
)
に
発
表
、

『中

野

重
治
全
集
第

二
七
巻

』

(
一
九
七
九

・
六

・
二
九
、
筑
摩
書
房
〉
所
収
。

(3
)

『室

生
犀
星
全
集
第

一
二
巻
』

(昭
和
四

一
・
八

二
二
〇
、
新
潮
社
)
所
収

(4
)

中
野
重
治

は
「
芥
川
氏
の

こ
と
な
ど
」

(『芸
術

に
関
す
る
走
り
書
的
覚
え
書
』

昭
和
四

・
九

・
一
〇
、
改
造
社
)
及
び
小
説

『
む
ら
ぎ

も
』

(昭
和

三
〇

・
五

・
一

五
、
講
談
社
)
の

「九
」
、
「十

」
に
芥

川

(『
む
ら
ぎ

も
』
で
は
葛
飾
伸
太
郎
)
宅

を
訪
問
し
た

こ
と
を
書

い
て
い
る
。
中
野

の
印
象
、
思
想
的
立
場

が
読
め
る
。

(5
)

第
三

の
詩
は

『或

阿
呆
の

一
生
』
の

「三
十
三

英
雄
」
に
も
載
せ
ら
れ

て
い

る
。
す
な
わ
ち
、
ヴ

ォ
ル
テ

エ
ル
の
家

の
窓
か
ら

〈
彼
〉
が
高

い
山
を
見
上
げ

て

い
る
と
、
そ
の
山
道

を
執
拗

に
登
り

つ
づ

け
る
人
の
姿
が
あ

っ
た
。
〈彼
〉
は
夜

に

な

っ
て
そ

の
姿
を
思

い
浮

べ
、
次

の
よ
う
な
傾
向
詩
を
書

い
た
と
し

て

い
る
。

(6
)

岩
波

版

『芥
川
龍
之
介
全
集
第

八
巻
』

の
後
記

に
よ

ゐ
と
、

昭
和
二
年

(
一
九

一74一



」
二
七
年
)
、一
月
三
日

の

「東
京

日
日
新
聞

」
お
よ
び
同
月

四
日
の

「大
阪
毎

日
新

聞
」
に

「或
人
か
ら
聞

い
た
話
」
の
題
で
掲
載
さ
れ
、

の
ち

『或
社
会
主
義
者
L

と
題
を
改
め

て

『湖
南

の
扇

』
に
収
め
ら
れ
た
と
あ

る
。

(7
)

拙
著

『芥
川
龍
之
介
-
表

現
と
存
在
ー

』

(平

成
六

・
一
・
二
〇
、

明
治
書

院
)

の
「
『或
阿

呆
の

一
生
』
ー
芸
術
と
宿
命
1
」
の
章
を
参

照
し
て

い
た
だ
け
れ
ば

さ

い
わ

い
で
あ
る
。
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