
跡
見
学
園
女
子
大
学
国
文
学
科
報

第
二
十
六
号

(平
成
十
年
三
月
十
八
日
)

雑
誌

「
驢
馬
」
に
お
け
る
芥
川
龍
之
介
と
中
野
重
治

(承
前
)

菊

地

弘

三

堀

辰
雄

は
先

に
あ
げ

た

『
中
野
重

治

と
僕
』

(昭

和

五

・
七

「
詩
神

」
)

註
1

 の
中

で
、
中

野

は
す

で
に

『浪

』

と
か

『豪
傑

』
と

い
う

す
ば

ら
し

い
詩

を

書

い
て

い
た
と

述

べ

て
い
る
。
と

こ
ろ

で

一
九
七

六
年
九

月

二
〇

日
刊

筑

摩

書
房

版

『中

野
重

治
全

集

第

一
巻

』

の
解

題

に
よ

る
と

、

『浪

』

は

一
九

二
五
年

五
月
雑

誌

「
裸
像

」

(四
号
)

に
発
表

、

『豪
傑
』

は
初

出
未

詳

と
あ

っ
て
、
ナ

ウ
カ
社

版
詩
集

に
は
じ

め

て
収

め
ら

れ
た

と
あ

る
。
中

野

の
最
初

の
詩
集

は
ナ

ッ
プ
社
版

で
、

一
九

三

一
年

一
〇
月

五
日
刊

、

五

三
篇

の
詩

が
収

め
ら

れ

て

い
る
と

あ

る
。

こ

の
詩
集

と
内

容

は
ほ
と

ん
ど

同

じ

の
第

二

の
詩

集

が

ナ
ウ
カ
社

版

で
、
一
九

三

五
年

一
二
月

一
四

日
刊
、

五

五
篇
収

め
ら

れ
た

と
あ

る
。

『豪

傑
』

は

こ

の
時

は
じ

め

て
収

録

さ
れ

た
と

な

っ
て

い
る
。

し
か

し
堀

辰
雄

は
前

述

し
た

よ
う

に

一
九

三
〇
年

七

月

の
発
行

の

「詩
神

」

に

『浪

』
と

『豪
傑

』

は
す

ば
ら

し

い
抒

情
詩

で

あ

る
と
讃
え

て
い
る
。

そ
う

な
る
と

『豪
傑

』

は

一
九

三

〇
年

七

月
以
前

に
書

か
れ

て

い
た

こ
と

に
な

る
。

未
発
表

書
簡

集

『愛

し
き
者

へ

上

中

野
重
潺

』

に
収

め
ら

れ

て

い

る
原
ま

さ

の
宛

の
書
簡

(
一
九

三
四

・
三

・

一
)

に

昨

日
鈴
子

の
テ
ガ

ミ
が
と

ど

い
た
。
二
十

四

日
出

し

の
手
紙

だ

っ
た

。

彼

女

に
も
ず

い
ぶ
ん
な

が
く
手

紙
を

か

い
て

い
な

い
の
だ

が
、
な

か
な

か

い

い
手

紙
だ

っ
た
。
俺

が
ず

っ
と
昔

か

い
た

「
豪
傑

」
と

い
う
詩

の

原
稿

が
出

て
来

た
と

か

い
て
あ

っ
た

。
そ

の
詩

は
俺
も

わ
り
合

い
よ
く

お

ぼ
え

て
る
詩

で

(文
句

を

お

ぼ
え

て

る
わ

け

で
は

な

い
が
)
、

俺

の

も

の
と

し

て
は

よ
く
出

来

た
も

の
な

の
だ
。

出

て
来

た
原
稿

は
出

来
上

り

の
原
稿

な

の
か
ど
う

か
分

ら

ぬ
が
、
豪

傑

が
、

種
族

の
重

い
ひ
き
う

す
を

ま
わ

し

て
、

年

よ
り

に
な
り

、
声

が

遠

く

ま

で
き

こ
え

、
死

ん

で
天

に

の
ぼ

っ
て
星

に
な

っ
た

と

い
う
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風

に
か

い
て
あ

る

な
ら
完
成

し

た
時

の
原
稿

だ
と

思
う

と
あ

り
、

さ
ら

に

つ
づ

け

て

も

い

っ
ぺ
ん
言

っ
て
も

い

い
が
、
あ

れ

は
俺

の
詩
と

し

て
は
よ

く
出

来

た
も

の
の
よ
う

に
思
う

。

お
れ
自
身

は

ど

こ
か
ら

み

て
も
豪

傑

で
な

ヘ

へ

く
、
豪

傑
を

た

っ
と

ぶ
こ
と
を

知

っ
て
い
る
と
も

言
え

な

い
が
、

豪
傑

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

を
た

っ
と
び

た

い
と
は

思

っ
て

い
た

の
だ

。
今
も

そ
う

思

っ
て
い
る
。

そ

の
限

り

で
詩
人

と

し
て

の
資

格

が
あ

る
か
も

し
れ

ぬ
。

(傍

点
菊

地
)

と

あ

る
。
ま

た
さ

ら
に
中

野
鈴

子
宛
書

簡

(
一
九

三

四

・
三

・
三
)

の
な

か

で
は
、

「
豪
傑
」
と

い
う

詩

は
、
ま

さ

の
に
も
言

っ
て
お

い
た
が

、写

し

を
と

っ

て
失

わ

ぬ
よ
う

に
し

て
お

い
て
ほ
し

い
。

(中

略
)

「
豪
傑

」
は
俺

の
詩

集

(?
)

に
入

れ

る
よ
う

に
し

て
も

ら

い
た

い
。

マ
サ

ノ

に
そ
う

言

っ

て
お

い
て
下

さ

い

と
書

い
て

い
る

。
そ

こ
か
ら
知

ら

れ
る

こ
と
は

、
中

野
は
詩

「豪

傑
」

を

鮮
明

に
覚
え

て
お
り
、

詩
と

し

て
よ
く
出

来

て

い
る
と
自
信

を
有

し

て

い

た

こ
と

で
あ

る
。
ま

た

〈豪
傑

を

た

っ
と

び
た

い
と

は
思

っ
て

い
た

の
だ
〉

の
文

か

ら
は
、

中
野

の
資
質

が
読

み
と

れ

る

の
で
あ
る
。

「
裸
像

」

は

一
九

二
五
年

一
月

に
創

刊

さ
れ

て

い
る

。
中

野
は
毎

号

詩

を
載

せ

て

い
る
。
芥

川
龍
之

介

は
、
室

生
犀

星
、

ま
た

は
堀
辰

雄
か

ら
、

こ

の
雑
誌

や
中

野

の
こ
と

を
聞
き

知

っ
て

い
た

こ
と
は
考

え

ら
れ

る
。

　
ヨ

『浪
』
は

人
も
犬
も
ゐ
な
く
て
浪
だ
け
が
あ
る

浪
は
白
浪
で
た
え
ま
な
く
崩
れ
て
ゐ
る

に
は
じ
ま

り
、
寂

寞
を

イ

メ
ー

ジ
さ
せ

る
磯

の
光
景

が
歌

わ

れ
て

い
る
。

詩
人

は

〈人
も

犬
も

ゐ
な

い
〉

こ

の
磯

に
、

不
断

に
う
ち

寄

せ

て
は
崩

れ

る
浪

の
状

態

に
視
点

を
据
え

て

い
る
。

こ

の
磯

に

つ
づ
く

<北

の
方

に
も

国

が
あ

る
/
南

の
方

に
も

国
が

あ

る
〉
、
浪

は
そ

こ

で
も

く
ず

れ

て

い
る

。

く

ず

れ
る
浪

の
状
態

の
繰

り
返

し
が
歌

わ

れ

て

い
る
。
指

摘

が
あ

る
よ
う

に
、
浪

は

そ
こ

で
も

く
ず

れ

て

い
る
、
そ

の

〈崩

れ

て
ゐ

る
〉

と

い
う
表

現

に
詩

人

の
抒
情

が
あ

る
。
だ

が

「
意

思
」

(伊
藤

信

吉
)

の
見

え

な

い

漠

と

し
た
詩

で
あ

る
。
現

実

は
人
も

犬
も

い
る
。
そ

れ
を

〈人
も
犬

も

ゐ

な

い
〉

と
転

調
す

る

こ
と

で
空

漠
感

が

一
層

に
じ

み
出

て

い
る

こ
と

に
な

る

の
か
。

　
　

さ
て

『豪
傑
』
は
二
四
行
の
詩
で
あ
る
。

む
か
し
豪
傑
と
い
ふ
も
の
が
ゐ
た

彼
は
書
物
を
よ
み

嘘
を
つ
か
ず

み
な
り
を
気
に
せ
ず

わ
ざ
を
磨
く
た
め
に
飯
を
食
は
な
か
つ
た

後
指
を
さ
・
れ
る
と
腹
を
切
つ
た

恥
し
い
心
が
生
じ
る
と
腹
を
切
つ
た

か
い
し
や
く
は
友
達
に
し
て
貰
つ
た

彼
は
錢
を
た
め
る
代
り
に
溜
め
な
か
つ
た

つ
ら
い
と
い
ふ
代
り
に
敵
を
殺
し
た

恩
を
感
じ
る
と
胸
の
な
か
に
た
・
ん
で
置

い
て

あ
と
で
そ
の
人
の
た
め
に
敵
を
殺
し
た
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い
く
ら
で
も
殺
し
た

そ
れ
か
ら
お
の
れ
も
死
ん
だ

生
き
の
び
た
も
の
は
み
な
白
髪
に
な
つ
た

白
髪
は
ま
つ
白
で
あ
つ
た

し
わ
が
深
く
眉
毛
が
な
が
く

そ
し
て
声
が
ま
だ
遠
く
ま
で
聞
え
た

マ
マ

彼
は
心
を
鍛
え
る
た
め
に
自
分
の
心
臓
を
ふ
ゐ
ご
に
し
た

そ
し
て
種
族
の
重
い
ひ
き
臼
を
し
つ
か
に
ま
は
し
た

重

い
ひ
き
臼
を
し
つ
か
に
ま
は
し

そ
し
て
や
が
て
死
ん
だ

そ
し
て
人
は

死
ん
だ
豪
傑
を

天
の
星
か
ら
見
分
け
る
こ
と
が

出
来
な
か
つ
た

註
5

こ

の
詩

を
北

川
透

氏
は

「
あ

る
戒
律

の
た

め

に
自

分

の
す

べ

て
の
行

為

を
自

己
規

制

し

て

い
る
人

間

の
姿

で
あ

」
り

、
「
徹
底

的

に
禁
欲
的

で
あ
り
、

人

を
殺

す

と

い
う
点

で
は
攻

撃
的

で
あ

る
」

と

し
、

「
そ

の
非
合

理

の
二

面
性

こ
そ
は
、
戒

律

に
殉

じ
た
生

の
表
裏

な

関
係

を
示

す
も

の
」
と

評
言

し

て

い
る
。

む

か
し
豪
傑

と

い
ふ
も

の
が

ゐ
た

と

、
過
去

形

で
は
じ

ま

っ
て

い
る
。
今

の
こ
と
を
詠

ん

で

い
な

い
。

そ
し

て

〈豪
傑
〉

は
自

分

に
道
徳

を
課

し

て
、
き

び

し
く
生
き

た
、

志
士
的

に

生

き

た
、

ひ
と

で
あ

る
。

〈生

き

の
び

た
〉

豪
傑

は

〈
み
な
白

髪

に
な

つ

た

/
白

髪

は
ま

つ
白

で
あ

つ
た
〉

と
純

粋

に
志

士
的

な
気

質

に
徹
到

し
た

豪
傑

で
あ

る
。
〈重

い
ひ
き
臼

を

し
つ

か
に
ま

は

し
〉
て
ひ
と
び

と
を
引

っ

張

っ
て
ゆ
く
、

そ

の
雄

姿

は
土
俗
的

で
氏

族

を
導

い
て
ゆ
く
イ

メ

ー
ジ
を

想
起

さ
せ

る
。

し
か

し

こ
の
詩
か

ら
ど

の
よ
う

な
導

く

「意

思
」

が
浮

か

び
あ

が

っ
て
く

る
か
と

問
う

と
、
行

動
を

生

む

「意

思
」

は
読

め
な

い
。

道
徳

に
よ

っ
て
自

ら
を
律

し
た
在
り

し

日

の
豪
傑

の
姿

で
あ

る
。
自
分

を

き
び

し
く
律

す

る
表
現

は
中

野

の
詩

に
よ
く

み
ら
れ

る
方
法

で
あ

り
、

中

野

の
資

質

が
窺
え

る
。

四

中
野
重
治
の

煙
草
や

北
見
の
海
岸

鶏
頭

ハ
イ
ネ
書
簡

「
驢
馬

」

に
発

表

し
た
作

品
を

あ
げ

て
お
く

。

一

フ
リ

ー

ト

リ

ヒ

シ
ュ
タ
イ
ン
マ
ン
宛

以
上
創
刊
号

夜
明

け
前

の
さ

よ
な

ら

ハ
イ
ネ
書

簡

ニ

フ
リ
ー
ト

リ

ヒ

シ

ュ
タ

イ

ン

マ
ン
宛

以
上
第

二
号

詩
に
関
す
る
二
三
の
断
片

東
京
帝
国
大
学
生

思
へ
る
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ま
夜
中
の
せ
み

以
上
第
三
号

ゴ
ル
キ
へ
の
レ
ニ
ン
の
手
紙

新
任
大
使
着
京
の
圖

日
々

ハ
イ
ネ
書
簡

三

力
ー
ル

・
イ
ム
マ
・
ン
宛

以
上
第
四
号

機
関
車

歌機
関
車

掃
除

縣
知
事

無
政
府
主
義
者

ハ
イ
ネ
書
簡

四

フ
リ
ー
ト
リ
ヒ

ラ
ス
マ
ン
宛

以
上
第
五
号

郷
土
望
景
詩
に
現
れ
た
憤
怒
に
つ
い
て

以
上
第
六
号

帝
国
ホ
テ
ル

O
口

新
聞
記
者

啄
木
に
関
す
る

一
断
片

以
上
第
七
号

萬
年
大
学
生
の
作
者
に

ポ
ー
ル

・
ク
ロ
ー
デ
ル

詩
に
関
す
る
二
三
の
断
片

以
上
第
八
号

道
路
を
築
く

汽
車一

二
一二

以
上
第
九
号

死
ん
だ

一
人

彼
が
書
き
残
し
た
言
葉

以
上
第
拾
号

ハ
イ
ン
リ
ヒ

・
ハ
イ
ネ
の
言
葉

∪
Φ再
ω。三
鎚
α
の
序
文
か
ら

以
上
第
拾
壹
号

昭
和
三
年
五
月
六
日
臨
時
発
行

「驢
馬
」
第
拾
貳
号
の
最
終
号
に
は
中

野
は
作
品
を
発
表
し
て
い
な
い
。

/
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芥

川

の
書

い
た
も

の
か
ら

、
「驢

馬
」
第

六
号

(大

正

一
五

・
一
〇

・
六
)

　
　

の
評
論

『郷
土
望
景
詩
に
現
わ
れ
た
憤
怒
に
つ
い
て
』
と
、
第
八
号

(昭

　
　

和
二

・
一
・
一
)
の
詩

『萬
年
大
学
生
の
作
者
に
』
を
芥
川
が
読
ん
だ
こ

と
は
明
ら
か
だ
が
、
他
に
中
野
の
ど
の
作
品
を
読
ん
だ
か
は
は
っ
き
り
し

な
い
。

『萬
年
大
学
生
の
作
者
に
』
は
、
〈万
年
大
学
生
は
改
造
十

一
月
号
所
載

久
米
正
雄
氏
の
作
品
。
五
百
木
は
そ
の
作
中
の

一
人
物
。
久
米
氏
は
彼
に

深
い
同
情
と
哀
憐
と
を
寄
せ
ら
れ
た
。〉
と
い
う
前
書
が
あ

っ
て
、

そ
れ
が
五
百
木
で
あ
つ
た
と
し
て
も

の

一
行
か
ら
は
じ
ま
る

一
七
行
の
詩
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
久
米
正
雄
の
小

説

『萬
年
大
学
生
』
の
梗
概
を
い
う
と
、
中
年
の
作
家
で
あ
る
私
は
、
か

つ
て
私
と
同
じ
文
学
志
望
の
学
生
で
あ
っ
た
五
百
木
に
め
ぐ
り
合
う
、
五

百
木
は
進
路
を
あ
れ
こ
れ
変
え
た
末
、経
済
学
部
の
学
生
に
な
っ
て
い
る
。

五
百
木
は
私
の
と
こ
ろ
に
原
稿
を
置
い
て
ゆ
く
、
そ
れ
を
発
表
し
て
原
稿

料
を
得
た
い
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
が
、
そ
の
歌
も
戯
曲
も
稚
拙
で
ど
う
に

も
な
ら
な
か

っ
た
の
で
、
私
は
五
百
木
の
真
意
を
は
か
り
か
ね
、
放

っ
て

お
い
た
。
五
百
木
は
や
が
て
帰
郷
し
て
、
郷
里
の
新
聞
社
や
雑
誌
社
か
ら

原
稿
を
要
請
さ
れ
て
い
る
と
手
紙
を
寄
越
し
た
の
で
、
私
は
ホ
ッ
と
し
て

原
稿
を
返
却
す
る
。
そ
れ
か
ら

一
年
ほ
ど
経
て
、
私
は
、
左
翼
的
政
治
結

社
を
つ
く
り
文
書
を
秘
密
出
版
し
た
学
生
た
ち
が
検
挙
さ
れ
た
と
い
う
新

聞
記
事
を
読
み
、
五
百
木
ら
し
い
名
を
そ
の
中
に
発
見
す
る
。
五
百
木
に

そ
の
よ
う
な
道
を
と
ら
せ
た
こ
と
に
私
も
責
任
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
と

思
う
が
、
〈涙
ぐ
ま
し
い
例
の
微
苦
笑
で
〉
自
分
の
気
持
を
和
げ
て
し
ま

う
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
作
中
に
は
、
柳
川
保
吉

(芥
川
龍
之
介
)、
成

田
俊

一

(成
瀬
正

一
)
、
木
村
啓
吉

(菊
池
寛
)
が
描
か
れ
て
い
る
。
こ

の
よ
う
な
作
品
を
描
い
た
久
米
正
雄
の
態
度
に
中
野
重
治
は
不
快
を
感
じ

て
い
る
よ
う
だ
。
涙
ぐ
ま
し
い
微
苦
笑
と
い
う
、
心
が
痛
む
よ
う
な
表
現

を
し
な
が
ら
、
そ
れ
は
そ
れ
で
も
し
か
た
が
な
い
さ
、
世
の
中
そ
ん
な
も

の
だ
と
い
う
、
不
徹
底
な
あ
い
ま
い
な
主
人
公

「私
」
の
態
度
に
、
中
野

は
不
快
を
覚
え
た
。

だ
が
君
は
サ
ム
ラ
ヒ
で
な
い

君
は
た
"

「萬
年
大
学
生
」
の
作
者
だ

君
は
た
"
萬
年
小
僧
だ

君
は
た
ず
お
そ
ろ
し
い
の
だ

か
ら
推
し
て
、
中
野
は
久
米
の
あ
い
ま
い
さ
が
許
せ
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ

う
。
許
せ
な
い
と
い
う
中
野
の
憤
怒
の
念
は
先
に
あ
げ
た

『豪
傑
』
と
共

通
す
る
も
の
が
あ
る
。
つ
ま
り
自
分
を
厳
し
く
道
義
的
に
規
制
し
て
生
き

る
こ
と
を
好
む
体
質
か
ら
の
久
米
批
判
な
の
で
あ
る
。
そ
う
し
た
中
野
の

道
義
性
は
例
え
ば
次
の
よ
う
な
表
現
に
顕
れ
る
。

僕
ら
は
仕
事
を
せ
ね
ば
な
ら
ぬ

そ
の
た
め
に
相
談
を
せ
ね
ば
な
ら
ぬ『夜

明
け
前
の
さ
よ
な
ら
』

お
前
は
歌
ふ
な

お
前
は
赤
ま

・
の
花
や
と
ん
ぼ
の
羽
根
を
歌

ふ
な

風
の
さ
・
や
き
や
女
の
髪
の
毛
の
匂
ひ
を
歌
ふ
な
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『機

関
車

』

の

「歌

」

い
ず
れ
も
詩
の
最
初
の
二
、
三
行
で
あ
る
が
、
当
為
ま
た
は
禁
止
の
表
現

に
体
質
が
覗
け
る
の
で
あ
る
。

五

芥
川
龍

之
介

は

『文
芸

的

な
、
餘

り

に
文

芸
的

な
』

の

「十

二

詩
的

精

神
」

で

僕

の
詩
的

精
神

と

は
最
も

広

い
意

味

の
抒
情

詩

で
あ

る
。

と

い
う

。
そ

し

て

「
十

四

白

柳
秀

湖
氏
」

の
な
か

で
は
、

美

は
僕
等

の
生

活

か
ら
何

の
関

係
も

な
し

に
生
ま

れ

た
も

の
で
は

な

い
。
僕

等

の
祖
先

は
焚

火
を

愛

し
、
林

間

に
流
れ

る
水
を
愛

し
、
肉

を

盛

る
土
器

を
愛

し
、
敵

を
打

ち
倒

す
棒

を
愛

し
た
。

美

は
こ
れ
等

の
生

活
的
必

要

品

(?
)

か
ら

お

の
つ

と
生

ま
れ

て
来

た

の
で
あ

る
。
…

…

と
白

柳
秀

湖

の

「僕

の
美

学
」

を

「尊

敬

に
価

す

る
も

の
」

と
し

て
紹
介

し

僕

は
も
う

十
数

年
前

、
或

山
中

の
宿

に
鹿

の
声

を

聞
き

、
何

か
し

み

じ

み
と
人
恋

し

さ
を
感

じ

た
。
あ

ら

ゆ
る
抒
情

詩

は
こ

の
鹿

の
声

に
、

1

雌
を
呼
ぶ
雄
の
声
に
発
し
た
の
で
あ
ら
う
。

と
書
い
て
い
る
。
芥
川
は
甘
い
感
情
を
、
あ
る
い
は
め
め
し
い
情
を
叫
ぶ

抒
情
詩
を
い
う
の
で
は
な
い
。
人
間
の
生
活
感
情
に
根
ざ
し
た
切
迫
し
た

叫
び
こ
そ
人
の
心
を
動
か
す
抒
情
詩
と
な
る
。
つ
ま
り
生
活
に
根
ざ
し
た

切
迫

し
た
感

情
感

覚

が
人

の
心
を

動
か

し
、
何

か
を

生
む

よ
う

な
感
動

を

覚
え

さ
せ

る
詩
と

な

る
と

い
う

の
で
あ

る
。
生

活

に
基
層

し
た

切
迫

し
た

感
情
感

覚

と

い
う

こ
と

で

〈生
活

の
詩
〉

と

な
り
、

〈あ

ら

ゆ
る
抒
情
詩

〉

と

い
う
表

現

に
な
る

。
し
か

し
念

を
お

し

て
お
か
な

け

れ
ば
な

ら
な

い
こ

と

は
、
芥

川
は

〈詩
的

精
神

と
は

最
も
広

い
意

味

の
抒
情
詩

〉

と
、
曖

昧

な
表

現

を

し

て

い
る
と
思

う

か
も

知

れ
な

い
が
、

〈鹿

の
声

に
〉

と
あ

る

よ
う

に
、
ま
た

「
二
十

八

國
木

田
獨
歩

」
の
と

こ
ろ

で
、
独
歩

の
詩

は
、

花
袋

の

〈大

河

に
近

い
〉

詩

や

〈
お
花
畑

に
似

た
〉

藤
村

の
詩

と
は
異

な

り
、

〈も

つ
と

切
迫

し

て
ゐ
る
〉

と

強
調

し

て

い
る
こ
と

な
ど

と
考

え

あ

わ

せ

て
ゆ
け
ば
ば

、

「突

き
刺

す

よ
う
な

」

(伊

藤
信

吉
)

切
迫

し
た
声

で

詠

ん
だ

〈
生
活

の
詩
〉

に
抒

情
詩

の
本
質

的

な
美

し
さ
を
見

て
、
力
説

し

て

い
る

こ
と
な

の
で
あ

る
。

そ

の
よ
う

な
抒
情

性
を

胎
す

る

こ
と
が
ま

た

芥
川

の
謂
う

詩
的

精
神

な

の
で
あ

る
。

亠
!丶

 

「驢

馬

」
創

刊
号

(大

正

一
五

・
四

・

一
)

に
載

せ
た

中

野

の
詩

『煙

草

や
』

と

『北
見

の
海
岸

』

を
見

て

ゆ
こ
う

。

『煙
草

や
』

は
、

そ

の
煙

草

や
は

お
寺

の
と
な

り

に
あ

る

美

し

い
神

さ
ん

が
居

て

煙
草

の
差

し
出

し
方
が
大

さ
う

よ

い

上
品

な
姉
と

弟

の
兒

供

が
居

て

何
時

か
な

ぞ
は

オ

ル
ガ

ン
を
奏

い
て
居

た
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そ
れ
に

顔

つ
き
の
大
人
し
い
血
色
の
い
・
主
人
が
居
る

も

つ
と
立
派
な
煙
草
や
は
千
軒
も
あ
ら
う

そ
し
て
僕
も
煙
草
を

い

つ
も

く

よ

そ

の
店

で
買

つ
て
し
ま

ふ

し
か
し
僕
は

そ
の
お
寺
の
と
な
り
の
煙
草
や
を
愛
し
て
居
る

そ
の
小
さ
な
店
に

僕
の
さ
ぶ
し
い
好
意
を

一
人
で
寄
せ
て
居
る

の
全

一
四
行
か
ら
成
る
詩
で
あ
る
。
好
意
を
寄
せ
る

〈上
品
な
姉
〉
に
向

け
て
情
は
動
く
の
で
あ
る
が
、
煙
草
は
い
つ
も
よ
そ
の
店
で
買
う
。
羞
恥

心
と
拗
と
を
内
包
し
た
孤
独
な
詩
人
の
情
が
、
〈さ
ぶ
し
い
好
意
を

一
人

で
寄
せ
て
居
る
〉
に
叫
び
と
し
て
刻
ま
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
切
実
な
叫

び
が
ひ
そ
め
ら
れ
て
は
い
る
が
、
情
を
動
か
し
胎
す
る
詩
的
抒
情
に
は

実
っ
て
い
な
い
。

が
、
『北
見
の
海
岸
』
は
生
活
意
識
を
内
包
し
た
抒
情
詩
で
あ
る
。

沖
合
は
ガ
ス
に
う
も
れ
て
居
る

渚
は
び
つ
し
よ
り
に
ぬ
れ
て
居
る

そ
の
濡
れ
た
渚
に
黒
い
人
影
が
動
い
て
居
る

里

い
人
影
は
手
網
を
提
げ
て
居
る

い
人
影
は
手
網
を
あ
げ
て
乏
し
い
獲
物
を
た
つ
ね
て
居
る

里

い
人
影
は
誰
だ
ら
う

里

い
人
影
は
ど
こ
か
ら
来
た
"
ら
う

里

獲
物
は
い
つ
も
乏
し
か
ら
う

部
落
は
定
め
し
寒
か
ら
う

そ
し
て
妻
子
の
間
に
も
話
の
種
が
少
な
か
ら
う

そ
し
て
彼
の
獲
物
は
賣
れ
よ
う
か

彼
の
手
に
も
銭
が
残
ら
う
か

い
・
え

彼
は
黙
つ
て
こ
・
の
海
岸
を
北
へ
北
へ
と
進
む
だ
ら
う

手
網
を
提
げ
て

妻
子
を
連
れ
て

そ
し
て
家
畜
も
連
れ
な
い
で

や
が
て
は
こ
・
を
汽
車
が
通
る
や
う
に
な
る
か
も
知
れ
ぬ

大
き
な
建
物
が
立
つ
て

高
い
煙
突
か
ら
黒
い
煙
が
上
る
や
う
に
な
る
か
も
知
れ
ぬ

そ
し
て
そ
の
時

黒
い
人
影
は
ど
こ
に
居
る
だ
ら
う

彼
の
息
子
や
娘
は
ど
こ
に
居
る
だ
ら
う

彼
ら
は
病
気
を
せ
ぬ
だ
ら
う
か

そ
し
て
医
者
が
居
る
だ
ら
う
か

彼
ら
は
死
な
ぬ
だ
ら
う
か

黒
い
人
影
は
ど
こ
か
ら
来
た
"
ら
う

黒
い
人
影
は
濡
れ
て
居
る
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の
三
連
か
ら
な
る
詩
で
あ
る
。
北
の
海
の
漁
師
を
歌
っ
た
こ
の
詩
で
す
ぐ

気
の
付
く
こ
と
は

〈…
…
だ
ら
う
〉
の
推
測
を
同
じ
語
形
で
繰
り
返
す
技

法
で
あ
る
。
そ
の
技
法
に
北
川
透
氏
の
い
う

「作
者
の
主
観
が
現
実
と
し

　
　

て
構

成

し

よ
う

と

し

て

い
る
意

味
」

を
見
出

す

こ
と

は

で
き

る
。
繰

り
返

す
技

法

に
詩
人

の
温

か

い
優

し

い
情

が
伝

わ

っ
て
く

る
。
詩

人

の
イ

メ
ー

ジ

は

漁
師

の
生

活

の
今

の
、

将
来

の
生

活

状
態

に
踏

み
込

ん

で

ゆ
く
。

〈汽

車

が
通

る
や
う

に
な

る
か
も

知

れ
〉

な

い
、

〈
大
き

な
建
物

が
立

つ
〉
、

〈高

い
煙

突

か

ら
黒

い
煙

が

上

る
〉

と

、
近

代
的

生

産
的

な

現
実

の
到
来

す

る

「
風
景
」

を
描

写
す

る
、

し
か

し
彼
等

は

そ

の
恩
恵

に
浴

す

る

で
あ

ろ
う

か
、
詩

人

は

ス
ケ
プ

テ

ィ

ッ
ク
で
あ

る

。

〈黒

い
人
影
〉

の
ひ

た
す

ら

漁
を

求

め
、

〈海
岸

を

北

へ
北

へ
と

進

む
〉
辛

い
生

活
者

の
日

々
に
、

〈息

子

や
娘

は
ど

こ
に
居

る
〉

か
、

〈病

気

は
せ

ぬ
〉

か

、

〈医
者

が
居

る
〉

か

、

〈死

な

ぬ
だ
ら
う

か
〉

と
、
詩

人

の
眼

は
鋭

く
向

い
て
問

い
か

け
る

。

黒

い
影
を

ひ

い
て

い
る
生
活

者

に
対
す

る
優

し
く

温

い
叫

び
を

ひ

そ
め

て

い
る
。
辛

い
暗

澹
た

る
生
活

者

〈黒

い
人
影

は
濡

れ

て
居

る
〉

と
歌
う

抒

情

の
核

に
、
中

野

の
ヒ

ュ
ー

マ

ニ
テ
ィ
が
窺
え

る
。
北

の
海

の
生
活
者

を

素
材

と

し

て
こ
れ
ま

で

の
日
本

で
表

現

さ

れ
な
か

っ
た
生

活

の
詩

を

歌

っ

た

の
で
あ

る
。

そ
れ

は
芥

川

の
主

張
す

る
抒
情

に
合

致
す

る
も

の
で
あ

ろ

う
。北

国

の
磯

の
風

景

を
詠

ん
だ
詩

で
、

『北

見

の
海

岸
』

と

よ
く
較

べ
ら

れ

る

『
し
ら

な

み
』

(
一
九

二

五

・

一
、

「裸

像

」

創

刊
号

)

と

『浪

』

(
一
九

二
五

・
五
、

「裸

像
」

四
号
)

が

あ

る
。
全

一
三
行

か
ら

な
る

『し

ら
な

み
』

は
、
磯

に
打

ち
寄

せ

る
し
ら

な

み
を

、

秋

の
姿

で
た

ふ
れ
か

・
る

そ

の
ひ

"
き

は
奥

ぶ
か

く

せ
ま

つ
た
山

の
根

に
か

な
し
く

反
響

す

る

が

ん
じ
よ
う

な
汽
車

さ

へ
も

た
め

ら
ひ
勝

ち

に

し

ぶ
き

は
窓

が
ら

す

に
霧

の
や
う

に
も

ま

つ
は

つ
て
く

る

と
歌
う

。
絶

え
間

な
く
押

し
寄

せ

る
し
ら

な

み
に
、
執

拗

に
ま

つ
わ

っ
て

拭

い
き

れ
な

い
寂

し
さ

を
核

に
し
た

抒
情
詩

で
あ

る
。
詩
人

の
感

情
が

に

じ
み
出

て

い
る
。

そ
れ

は

『浪

』

に
も
共

通
し

て

い
る
。

人

も
犬

も

ゐ
な
く

て
浪
だ

け

が
あ

る

浪

は
白

浪

で
た
え

ま
な
く

崩

れ

て
ゐ
る

に
は

じ
ま

る
全

二
四
行

の
詩

で
あ

る
が
、
指

摘

さ
れ

て

い
る
よ
う

に

〈崩

れ

て
ゐ
る
〉

の
リ

フ
レ
イ

ン
の
手

法

、
無

限

の
繰

り
返

し

の
響

き

に
、
内

な

る
限
り

な

い
寂

し

さ
を
籠

め

て

い
る
。

〈
人
も

犬
も

ゐ
な
〉

い

「空

漠

と

し

た
」
磯

、
そ

の
磯

は

〈北

の
方

に

つ
"
い
て

ゐ
る
/
づ

・
と
南

の
方

に
も

つ
"

い
て

ゐ
る
/

北

の
方

に
も

国

が

あ

る
/

南

の
方

に
も

国

が
あ

る
〉
と

歌
う

。
だ

が
そ

こ

で
も

浪
だ

け
は
崩

れ

て

い
る
と
歌
う

中

野
は
何

つ
め

を

見
凝

よ
う

と
し

て

い
る

の
か

、

風

が
吹

い
て
ゐ
る

人
も

犬
も

ゐ
な

い

と

歌

っ
て
終

っ
て
し
ま
う

。

〈人

も
犬

も

ゐ
な

い
〉

と
強

調

す

る
、

そ

こ

に
た
だ

の
磯

の
自

然

の
風
景

と

ひ
と

と

の
関

係
交
渉

を

越
え

た
、
詩

人

の

あ

る
切
迫

し

た
感
慨

が
あ

る

の
だ
、

だ
が

「
意
思
」

は

イ

メ
ー
ジ

さ
れ

て

い
な

い
。

『し

ら
な

み
』
も

『浪
』

も
寂

寥

の
虚
白

の
心

を
歌

っ
て

い
る
。
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そ
れ

は
感

傷

や
詠
歎

を
歌

っ
た

抒
情

詩
と

は
違
う

醒

め
た
眼

が
あ

る
。

し

か
し

『
北
見

の
海
岸

』

に
見
詰

め
た

生
活
者

を
核

と

し
た
抒
情

詩

に
は
及

ん

で
い
な

い
。

こ

れ
ら

の
詩

に
対

し

て

『夜
明

け
前

の
さ

よ

な
ら
』

(第

二
号

、
大

正

十

五

・
五

・
一
)

と

『歌

』

(第

五
号

、
大

正

十

五

・
九

・

一
)

は
明

ら

か

に
傾
向

詩

で
あ

る
。

へ

僕

ら
は
仕
事

を

せ
ね
ば

な

ら
ぬ

(傍
点

菊
地

)

で
は
じ
ま

る

四
連

か

ら
な

る

『夜

明
け
前

の
さ
よ

な
ら
』

は
、

〈僕

ら
は
〉

と
連

帯
意

識

を

強
調

し
、

〈仕
事

を

せ

ね
ば

な

ら

ぬ
/

そ

の
た
め

に
相

談

を

せ
ね
ば

な
ら

ぬ
〉
を

道
徳

的
な
当

為

と
信

じ
、
プ

ロ
レ
タ

リ
ア
運
動

を

己

れ
に
義
務

と

し

て
課

す
。

運
動

の
同
調

者

の
家

で
、
六
人

の
青
年

は
二

階

で
眠
る

。
下

に
は

一
組

の
夫

婦

と

一
人

の
赤

ん
坊

と
が
眠

っ
て

い
る
。

し
か

し

〈僕

は
〉

六
人

の
青
年

の
経

歴
も

知
ら

な

い
し
、

下

の
夫
婦

の
名

前

も
知

ら

な

い
。

た
だ

〈仲

間

で
あ

る

こ
と
だ

け
を
知

つ
て

い
る
〉

と
ハ歌

う

裡

に
は

ラ
イ

フ
ラ
イ

ク
な
人

間

は
詠

ま

れ

て
こ
な

い
。
ま

た

〈僕

は
〉

と

〈僕

ら

は
〉

の
問

に
プ

ロ
レ
タ

リ

ア
戦

士

の
連

帯
意

識
は

読
め

て
も

、

誰

だ

か
、
ひ

と
は

不
明

で
あ

る
。
プ

ロ
レ
タ
リ

ア
社
会

実
現

へ
向

か

っ
て
、

〈僕

ら

は
綿
密

な
打

合

せ
〉

を

し
、

〈着

々
と
仕
事

を
運
〉

ぶ
気

負

っ
た
意

識

で
、夜

明

け

は
間
も

な

い

こ
の
四
疊
半

よ

コ
ー
ド

に
吊

さ
れ
た

お
し

め
よ

煤

け
た
裸

の
電
球

よ

セ
ル
ロ
イ
ド
の
お
も
ち
や
よ

貸
布
団
よ

蚤
よ

僕
は
君
達
に
さ
よ
な
ら
を
言
ふ

そ
の
花
を
咲
か
せ
る
た
め
に

僕
ら
の
花

下
の
夫
婦
の
花

下
の
赤
ん
坊
の
花

そ
れ
ら
の
花
を

一
時
に
は
げ
し
く
咲
か
せ
る
た
め
に

と
歌
う
。
が
夜
明
け
を
告
げ
る
に
は
少
く
と
も
そ
う
い
う
生
活
者
を
同
伴

し
て
歌
わ
れ
た
生
活
の
詩
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
〈僕
は
下
の
夫
婦
の

名
前
を
知
ら
ぬ
〉
の
関
係
で
は
強
い
連
帯
は
響

い
て
こ
な
い
。
た
が
い
に

名
を
知
ら
ぬ
こ
と
が
、
検
挙
さ
れ
た
場
合
な
ど
に
備
え
て
官
憲
の
追
求
を

せ
き
と
め
る
も
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
政
治
運
動
の
次
元
の
こ
と
で
、
作

品
創
造
の
行
為
は
別
で
あ
る
。
己
れ
に
課
す
道
義
に
押
さ
れ
て
、
夫
婦
や

赤
ん
坊
ら
の
生
活
の
詩
を
感
じ
さ
せ
ず
に
は
お
か
な
い
、
詩
と
し
て
の
響

は
薄
い
。北
川
透
氏
の
指
摘
の
よ
う
に
「〈
一
組
の
夫
婦
と

一
人
の
赤
ん
坊
〉

が
主
格
に
組
…織
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
」
の
で
あ
り
、
「
〈夜
明
け
は
問

も
な
い
」
と
い
う
こ
と
ば
も
、
そ
れ
は
単
に
規
範
の
主
観
的
願
望
を
あ
ら

わ
し
て
い
る
だ
け
で
あ

っ
て
、
客
体
と
し
て
の
現
実
と
は
関
係
が
な
い
の

　
　

で
あ

る
。
L
と

い
う

こ
と

で
あ

る
。

『歌
』

も

よ
く
知

ら

れ
た
詩

で
あ

る
。

お
前

は

歌

ふ
な
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お
前

は
赤

ま

・
の
花

や
と

ん
ぼ

の
羽
根

を
歌

ふ
な

風

の
さ

・
や
き

や
女

の
髪

の
毛

の
匂

ひ
を
歌

ふ
な

す

べ

て
の
ひ

よ
わ
な
も

の

す

べ

て
の
う

そ
う

そ
と
し

た
も

の

す

べ

て
の
物

憂

げ
な
も

の
を

撓
き
去

れ

す

べ

て
の
風
情

を
擯
斥

せ

よ

も

つ
ば
ら

正
直

の
と

こ

ろ
を

腹

の
足

し
に
な

る
と

こ

ろ
を

胸
先

を
突
き

上

げ

て
来

る
ぎ

り
ぎ

り

の
と

こ
ろ
を
歌

へ

た

・
か

れ
る

こ
と

に
よ

つ
て
弾

ね
返

る
歌
を

恥
辱

の
底

か
ら
勇

気
を

く

み
来

る
歌
を

そ

れ
ら

の
歌

々
を

心
臓

を

い
ぶ
し
立

て

咽
喉

を

ふ
く
ら

ま
し

て

厳

し

い
韻
律

に
歌
ひ
上

げ

よ
.

そ

れ
ら

の
歌

々
を

行
く
行

く

人

々
の
胸
廓

に

た

・
き
込

め

・

凜

と
し
た
響

き

の
あ

る
詩

で
あ

る
。

が
、
言

わ
れ

て

い
る
よ
う

に
作
品

の

構
造

が
分
離

し

て

い
る

の
で
あ

る
。

「
歌

ふ
な
」

は
禁
止

の
表

現

、

一
〇

行

目

の

〈
歌

へ
〉

か

ら
は
当

為

の
表

現

で
あ

る
。

こ

の
詩

も
道
義

に
よ

っ

て
己

れ
を
律

し

て
ゆ
く
姿
勢

は
変

っ
て

い
な

い
。

そ

の
な
か

で
、
赤
ま

ま

の
花

、
と

ん
ぼ

の
羽
根

、
女

の
髪

の
毛

の
匂

い
な

ど
、
う

そ
う

そ
と

し
た
、

物
憂

げ
な

、
す

べ
て

の
風
情

を
、

習
俗

や
生
活

感
情

を
、

月
並

の
感
覚

で

歌

う

こ
と
を
払

拭

し

て
、
胸

に
突
き

あ
げ

て
く

る
歌
を

、

は
ね
返

す
よ
う

な
歌
を

、
韻
律
高

く

歌
え
と

訴
え

た
詩

な

の
で
あ

る
。
中

野
は

〈歌

ふ
な
〉

の
禁
止

か
ら

〈歌

へ
〉
と

当
為

の
表

現
を

し
な

け
れ
ば

な
ら

な
か

っ
た
裡

に
は
、

禁
止

の
意
識

か

ら
、
切
迫

し

て
胎

す

る
詩

的
抒

情
と

そ

の
表

現
化

を
意
識

し
た

こ
と

が
あ

っ
た

の

で
あ

ろ
う

。
詩
人

の
心

は
、

抒
情
を

胎

し

て
生
活

感
情

や
感
覚

に
表

現
を
与

え

よ
、
感

性

の
呼
び
声

を
与

え

よ
、
と

歌

っ
た

の
で
あ

る
。
堀
辰

雄

は

「私

の
若

い
頃

の
友
人

だ

っ
た
、

一
詩
入

が
、
彼
自

身
も

つ
と
若
く

て
、
も

つ
と
元
気

の
よ
か

つ
た
と

き
、

お
前

は

歌

ふ
な

/
お
前

は
赤

ま
ま

の
花

や
と

ん
ぼ

の
羽
根

を
歌

ふ
な

/
と
高

ら

か

　
り

に
歌
つ
た
」
と
書
い
て
、

そ
の
素
朴
な
詩
句
は
、
し
か
し
な
が
ら
私
の
裡
に
、
云
ひ
し
れ
ず
複

雑
な
感
動
を
よ
び
起
し
た
。
私
は
そ
の
僅
か
な
二
行
の
裡
に
も
そ
の
詩

人
の
不
幸
な
宿
命
を
い
つ
か
見
出
し
て
ゐ
た
。
何
故
な
ら
、
そ
の
二
行

を
も
つ
て
始
め
ら
れ
る
そ
の
詩
独
特
の
美
し
さ
は
、
そ
れ
は
決
し
て
そ

の
詩
人
が
赤
ま
ん
ま
の
花
や
何
か
を
歌
ひ
棄
て
た
か
ら
で
は
な
く
、
い

は
ば

そ
れ

を
歌

ひ
棄

て
よ
う

と
決
意

し

て

ゐ
る
と

こ

ろ
に
、
ー

か

へ

つ
て
こ
れ
を
最
後
に
と
赤
ま
ん
ま
の
花
や
そ
の
他
い
ち
ら
し
い
も
の
を

と
り

入
れ

て

ゐ
る
た

め
に
ー

そ

こ

に
パ

ラ
ド
ク

シ
カ

ル
な
、
悲

痛

の

美

し
さ
を
生

じ

さ
せ

て
ゐ

る

の
に
ち
が

ひ
な

い
の
だ

っ
た

。

と

い
う
。

い
か

に

も
堀

ら
し

い

フ

ロ
!

ラ
的

感

性

の
読

み

で
あ

る

が
、

1

そ

の
読

み
も
ま

た
首
肯

で
き

よ
う

。

へ

大

き

な

図

体

と

千
貫

の
重

量

を
も

つ
機

関
車

の
雄

姿

を

「擬

人
化

」

(北

川
透
)

し
た
力

強

い

『機
関

車
』

(第

五
号
、

大
正

一
五

・
九

・
一
)
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な
か

と
い
う
詩
で
あ
る
が
、
詩
の
半
ば
以
降
で
、

そ
れ
が
車
軸
を
か
き
立
て
か
き
立
て
ま
は
し
て
行
く
時

町
と
村
と
を
ま
つ
し
ぐ
ら
に
馳
け
ぬ
け
て
行
く
の
を
見
る
と
き

わ
れ
ら
の
心
臓
は
と
"
め
難
く
と
"
ろ
き

わ
れ
ら
の
眼
は
抑

へ
ら
れ
が
た
く
泪
ぐ
む

真
鍮
の
文
字
板
を
掲
げ

赤

い
ラ
ム
プ
を
下
げ

常
に
煙
を
く
"
つ
て

千
人
の
生
活
を
搬
ぶ
も
の

旗
と
シ
グ
ナ
ル
と
ハ
ン
ド
ル
と
に
よ
つ
て

輝
く
軌
道
の
上
を

全
く
統
制
の
う
ち
に
馳
け
て
行
く
も
の

そ
の
律
気
者
の
大
男
の
後
姿
に

わ
れ
ら
今
熱
い
手
を
あ
げ
み

と
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
を
対
象
化
し
、
そ
の
運
動
の
賛
歌
と
し
て
い
る
。

『夜
明
け
前
の
さ
よ
な
ら
』
よ
り
は
作
品
の
構
造
も
整

っ
て
生
活
の
詩
と

な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
ま
た

〈律
義
者
の
大
男
〉
に

〈熱
い
手
を
あ
〉
げ

て
応
え
る
と
こ
ろ
に
詩
人
の
共
感
が
あ
り
、
連
帯
意
識
が
如
実
に
示
さ
れ

て
い
る
。
詩
人
の
イ
デ
ア
が
投
影
し
て
い
る
。
芥
川
龍
之
介
に
遺
稿

『機

関
車
を
見
な
が
ら
』
(昭
和
二

・
九
、
「サ
ン
デ
ー
毎
日
」)
と
い
う
小
品

が
あ
る
。
擬
人
化
し
た
機
関
車
で
あ
る
。
機
関
車
に
威
力
を
感
じ
機
関
車

の
よ
う

に
激
し
い
生
命
を
願
望
す
る
。
わ
れ
わ
れ
は
軌
道
の
上
を
走
る
機

関
車
と
同
じ
で
あ
る
。
ム
ッ
ソ
リ
ニ
、
マ
ク
ベ
ス
、
小
春
治
兵
衛
も
や
は

り
機

関
車

で
あ

る
。
自

由

に
突
進

し
た

い
と

い
う
欲

望
を
持

つ
が
、
軌

道

を
走

っ
て

い
る
こ
と

で
悲
劇

に
な

り
喜
劇

に
も

な

る
。

し
か
し

〈大
抵

の

…機
関
車

は
兎

に
角

全
然

さ
び

は

て
る
ま

で
走

る

こ
と

を
断
念

し

な

い
。
あ

ら

ゆ

る
機

関

車

の
外

見

上

の
荘

厳

は

そ

こ

に
か

"
や

い
て

ゐ
る

で
あ

ろ

う

。
丁
度

油
を
塗

つ
た
鉄

の
や
う

に
。

…
…
〉

と
人

生

の
栄
光
-

起

伏

と
多

層
1

を

見

て

い
る
。
自
由

に
走

り
ま

わ
り

た

い
と
思

っ
て
も
軌

道

を
走
ら
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
束
縛
が
あ
り
、
起
伏
が
あ
る
と
い
う
人
間

社
会
の
生
を
芥
川
は
き
ち
ん
と
見
詰
め
捉
え
て
い
る
。
芥
川
の
小
品
と
中

野
の
詩
を
同
列
に
扱
え
な
い
こ
と
を
知

っ
た
う
え
で
、
擬
入
化
し
た
機
関

車
を
歌
う
中
野
よ
り
、
…機
関
車
に
人
間
の
生
を
思
う
芥
川
に
柔
軟
で
濶
達

な
眼
を
知
る
の
で
あ
る
。

七

中

野

は
評
論

『
郷
土

望
景

詩

に
現

れ

た
憤

怒

に

つ
い
て
』

(第

六
号
、

大

正

一
五

・

一
〇

・
六
)

を
載

せ

て

い
る
。
そ

こ

で
中

野

は

い
う

。
島
崎

藤

村

は
感
情

の
解
放

を

歌

い
上

げ

た
が
、
感

情

を
抑

圧
し

て
き
た

も

の

へ

は
立

ち
む

か
わ

な
か

っ
た
。
意

識

し

て
己

れ

の
感

情

を
歌

っ
た

の
で
は

な

く
、

主
張
、

主
観

的
な

も

の
が
な

い
。
ま

ず
歌

っ
た

の
で
あ
る
。

朔
太
郎

も
感

情

の
解

放
を

、
新

し

い
感
情

を
歌

っ
た
が
、
そ

の
感
情

に
は

〈辛

い
、

淋

し

い
、

不
幸

な
、
我

慢

の
な
ら

な

い
も

の
〉

を
含

ん

で

い
た
。

し

か
し

『月

に
吠
え

る
』

『青
猫

』

の
殆

ど
全

作
品

に
お

い
て
そ

の
感

情

が
ど

こ
か

ら
来

た

か

明
ら

か

に
し

な

か

っ
た
。

が
、

『郷
土

望

景
詩
』

に
は
憤

怒

が
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洩

さ

れ

て

い
る
。

〈望

景

詩
十

篇

を
以

て
、

逃

避

で
あ

つ
た

昨

日

の

「超

俗
性

」

(氏

の
言

葉

に
よ

れ
ば
)

か
ら
進

撃

で
あ

る

「叛
逆

性
」

(氏

の
言

葉

に
よ

れ
ば
)

へ
の
出

発
を

示

さ
れ
た

か

に
思

は
れ

る
。〉

〈小

都
市

の
よ

き
家

庭

に
育

つ
た
〉
氏

は

〈そ

れ
故

に
唯
心

的

の
孤
独

の
詩
人
〉
と

な
り
、

ま

た
こ

の

〈小
都

市
〉
は
孤
独

に
住

む
氏

を
圧
迫

し

た
。
そ
れ

が
氏
を

〈「
超

俗
的

」
〉

に
し
、

〈そ

の
同

一
の
原

因
が

、
氏

の

「叛

逆
性

」
を

そ

の
芽

生

え
と

し

て
触

発

し
た

。〉

〈氏

と
氏

の
環
境

と

の
戦

ひ
〉

に
お

い
て
、
氏

は

〈「
超
俗

性

」
か

ら

「叛

逆
性

」

へ
〉

の
道

を
進

ん
で

い
る
。

こ
こ

で

〈そ

ヘ

ヘ

へ

の

「叛

逆
性

」

の
性
質

が
〉

〈「
郷

土
望

景
詩
」

十
篇

に
盛

ら
れ

た
か

な
し

へい
憤
怒

の
素

性

が
決
定

さ

れ
る
y

と
解

明
し

て

い
る
。
ま

た
中

野
は

〈氏

自

身

の
言
葉

に
就

い
て
見

る
な
ら
ば

〉

と
し

た
う
え

で
、

マ、

私

の
情

操

の
中

で
は
、

二

つ
の
ち

が

つ
た

も

の
が
衝
突

し

て
居

る
。

一
つ
は
現

実

に
ぶ

つ
か

つ
て
行
く

烈

し

い
気
持

で
、

一
つ
は
現

実

マ
マ

か

ら
逃

避

し

や
う
と

す

る
内

気

な
気

持
だ

。
L

そ

し

て

「
氏

が
同

志

と

呼
び

、
親

し
き
友

情

を
感

じ
得

る
も

の
は
、
今

の
文

壇

で
た
だ
無

産

階

級
派

の
作

家
あ

る

の
み
だ

。
彼
ら

の
仲

間
だ

け
が

、
よ
く

私

の
気

質

を

知

り
、

私

の
思
想

を

了
解

し

て
居

る
。
」

と
言

は

れ
る

に
も

拘

ら
ず

、

「
尤

も
プ

ロ
レ

タ
リ

ヤ
作

家
と

い
ふ
中

に
は
、
社

会

主
義

者

の

一
派

も

居

る
が
、
彼

ら

は
私

に
と

つ
て
例
外

で
あ
る
。
社
会
主

義

そ

の
も

の
は
、

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

精
神

的

に
私

と
気

が
合

は
な

い
。
彼

ら

は
私

の
敵

で
あ

つ
て
仲

間

で
な

い
。

私
が
言

ふ
の
は

ア
ナ

ア
キ

ス
ト

の

一
派

で
あ
り

、
或

は

ニ
ヒ
リ

ス

ト

の

一
派

で
あ
り

、
或

は
ダ

ダ
イ

ス
ト

の
こ
と

で
あ

る
。
」

(傍
点

は
私

が
打

っ
た

。)

と
朔
太

郎

は
言

っ
て

い
る
と
書

き
、

朔
太
郎

に
次

の
よ
う

に
反
論

、
批

判

す

る

。私

達

の
解
す

る
限

り
、
無

産
階

級
派

の
作
家

と

は
、
有

産
者

團
を
無

く
す

こ
と

に
よ

つ
て
無

産
者

團
を
無

く

な
さ
う

と
す

る
作

家
だ

、
か

・

る
意

志
な

き
作
家

、

た

"

一
人

の
無

産
者

で
あ

る
作

家

は
、

そ
れ
は
貧

乏
作

家
だ

。
ま

た
私
達

の
解

す

る
限
り
、

社
会

主
義

と
は

、
無
産

者
團

に

よ
る
有
産

者
團

覆
滅

の
科
学

だ

。
そ

し

て
科

学

は
気

分

の
如
何

に
関

心

し
な

い

(そ

の
気

分
を

解
明

し

は
す

る
が
)
。
従

つ
て
私

は
、
前

の

二

つ
の
氏

の
言
葉

の
間

の
矛
盾

を

、
氏

の
社
会

主
義

に
対

す

る
喰

は
ず

厭

ひ
に
帰

せ
し

め
よ
う

と
思

ふ
。

そ
し

て
ま
た

ア
ナ

ア
キ

ス
ト

や

ニ
ヒ

リ

ス
ト

や
ダ
タ

イ

ス
ト

や

に
対

し

て
は
、

氏

は
喰

は
ず
好
き

な

の
だ
と

解

し

よ
う

。

と

し
、

そ

こ
に

あ

る
感

情

は
小

市

民

的

な

そ

れ

で
あ

る

と
断

言

す

る
。

〈氏

の

「
戦

ひ
」

へ
の
仲

間
が

社
会

主
義

者

で
あ
り

、
社

会
主

義

者

こ
そ

氏

の
味
方

で
あ

り
、
氏

の
敵

は
別

の
あ

る
も

の
で
あ

る
こ
と
を

理
解

さ
れ

る

た
め

に
は
、

氏

に
取

つ
て
、

た

"

一
歩

を
踏

み
出

さ

れ
る
だ

け

で
充

分

ヘ

へ

で
は
な

い
か

?

「
戦

ひ
」

へ
の
意

志

が
あ

る
と
言

ふ

こ
と

が
重
大

な

の
で

ヘ

ヘ

ヘ

へ

は
な
く
、
如
何
な
る
「戦
ひ
」
へ
の
意
志
が
あ
る
か
"
重
大
な
の
で
あ
る
。〉

と
萩
原
朔
太
郎
に
訴
え
て
い
る
。
こ
の
評
論
の
趣
意
は
、
萩
原
朔
太
郎
に

社
会
主
義
へ
向
け
て
連
帯
意
識
を
も
っ
て
詩
作
す
る
よ
う
要
請
し
て
い
る

こ
と
に
な
る
。

こ
の
中
野
の
評
論
を
読
ん
だ
芥
川
龍
之
介
は

『萩
原
朔
太
郎
君
』
で
く萩

マ

マ

原
朔
太
郎
君
の

「純
情
詩
集
」
の
こ
と
は

「驢
馬
」
の
何
月
号
か
に
中
野
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重
治
君
も
論
じ
て
ゐ
る
〉
と
し
て

中
野
君
の
論
文
は
社
会
主
義
者
の
視
点
か
ら
萩
原
君
の
詩
を
論
じ
た

も
の
で
あ
る

と
批
評
態
度
を
断
じ
て
い
る
。
芥
川
は
病
的
に
鋭
い
感
覚
を
自
由
に
表
現

し
た
詩
人
と
見
、
韻
律
や

〈情
熱
を
思
想
に
錬
金
す
る
〉
詩
人
と
捉
え
て

い
る
。
ま
た
室
生
犀
星
の

『抒
情
小
曲
集
』
と
比
較
し
て
、

マ

マ

僕
も

「純
情
詩
集
」
を
読
ん
だ
時
、
前
橋
の
風
物
を
歌
ひ
上
げ
た
詩

に
沈
痛
と
評
し
た
い
印
象
を
受
け
た
。
同
時
に
又

「月
に
吠
え
る
」、

「青
猫
」
等
よ
り
も
萩
原
君
の
真
面
目
は
こ
こ
に
あ
る
か
も
知
れ
な
い

と
云
ふ
印
象
を
受
け
た
。
で
は
萩
原
君
の
真
面
目
は
何
か
と
言
へ
ば
、

そ
れ
は
人
天
に
叛
逆
す
る
、

一
徹
の
詩
的
ア
ナ
ア
キ
ス
ト
で
あ
る

と
断
言
す
る
。
芥
川
の
詩
人
朔
太
郎
観
は
、
郷
土
に
対
し
て
主
観
の
思
い

を
訴
え

る
、
叛
逆
の
精
神
と
気
骨
の
表
現
化
、
表
現
技
巧
や
韻
律
の
効
果

に
つ
い
て
批
評
し
た
も
の
で
、
表
現
の
効
果
性
の
基
底
に
萩
原
朔
太
郎
の

ア
ナ
ア
キ
ー
な
精
神
を
捉
え
て
い
る
。
社
会
主
義
の
意
識
に
立
っ
て
歌
え

と
萩
原
朔
太
郎
に
道
義
性
を
告
げ
る
中
野
重
治
の
批
評
態
度
と
は
大
き
な

径
庭
が
あ
る
。
芥
川
が
萩
原
の

『郷
土
望
景
詩
』
を
読
ん
で

「悲
痛
な
感

動
」
を
覚
え
て
、
顔
も
洗
わ
ず
、
朝
寝
姿
で
萩
原
の
宅
を
訪
ね
た
こ
と
を
、

『芥
川

の
死
』
(昭
和
二

・
九
、
「改
造
」)
で
萩
原
朔
太
郎
が
書
い
て
い
る

こ
と
は
、
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
郷
土
で
狂
人
の
ご
と
く
見

ら
れ
、
孤
独
な
精
神
と
、
反
俗

へ
の
怒
り
を
発
し
た
朔
太
郎
の
創
造
の
詩

に
、
芥
川
は
芸
術
の
真
価
を
み
て
共
感
を
覚
え
た
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
こ
と
か
ら
観
じ
る
こ
と
は
、
芥
川
が

『文
芸
雑
談
』
の
な
か

で
中

野
重
治

の
詩

を

〈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
価

し

た

の
は
、
中

野

の
詩

の
表

現

の
カ

ー

イ

メ
ー
ジ
ー

を
芥

川

は
注
視

し

て

い
た

の
で
あ

る
。
あ

の

〈
お
前

は
赤

ま

・
の
花

や
と

ん

ぼ

の

羽
根
を

歌

ふ
な
〉

と
歌

ふ

く花

V

や

〈と

ん

ぼ

の
羽
根

〉

に
託

さ
れ

る
凛

と
し

た
詩
的

イ

メ
ー
ジ

を
、

そ

の
詩

的
表

現
方
法

に
、
自
然

主
義

や

口
語

自

由
詩

に
見

な

い
、
新
鮮

な

〈生

ぬ
き

の
美

〉
を

か
ぎ

と

っ
て

い
た

の
で

あ

る
。

作
品

の
思
想

性

に
力
点

を

お

い
て
中
野
重

治
を

評
価

し
た

も

の
で

は
な

い
の

で
は
な

い
か
。

『北
見

の
海
岸

』

に
歌

っ
た
、
手

網

を
あ

げ
獲

物

を
た

ず
ね

て

ゆ
く
緊
迫

し

た

〈黒

い
人
影

〉
に
象

徴

さ
れ

た
イ

メ
ー
ジ

、

真
夜

中

に
な

っ
て
、
み

ん
な
眠

っ
て
し
ま

っ
て

い
る

の
に
、
突

然

〈ぢ

い

つ
と
言

う

て
鳴

く

/

じ

つ
に
馬

鹿

だ
〉

と
歌

う

『ま
夜

中

の
せ

み
』

(第

三
号

、
大

正

一
五

・
六

・

一
)

の
、

ユ
ー

モ

ラ
ス
な
愚

直

の
様

を
想

像

さ

せ
る
イ

メ

ー
ジ
な
ど

、
生
活

を

、
人
生

を
喚
起

す

る
、

そ

の
よ
う

な
詩
的

方
法

に
芥

川

は
新

鮮

な
詩
美

を
見

出

し

て

い
る

の
で
あ

る
。

そ
う

し
た
中

野

の
詩
的

表
現

を
胎

す

る
精

神

に
期
待

を
寄

せ

て

い
た

の
で
あ

ろ
う

。

中

野

は
昭
和

二
九
年

「群

像
」

に
連

載

し
た
小

説

『
む
ら
ぎ

も
』

の
な

か

で
、

「
驢

馬
」

の
仲

間

や
、
葛

飾

伸
太

郎

の
名

で
芥
川

龍

之
介

を
描

い

て

い
る

。

一
月

の
末

に

(昭
和

二
年

一
月

か

、
菊

地
)
葛
飾

に
会

い
に
行

っ

た
安

吉

(中
野
)

の
印

象

は
、
葛

飾

の
才

能

に

つ
い
て
の
自

己
卑

下

の
態

度

に
軽
蔑

を
覚
え

た

こ
と

な
ど
を
描

い
て

い
る
。
社

会
主
義

思

想
を
奉

ず

る
人

間
と

、
芸
術

の
美

に
賭

け

る
人
間

と

の
齟

齬

は
明
白

で
あ

る

こ
と
が

知
ら

れ

る
。
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註

1

堀
辰
雄
は

「浪
」
を

「波
」
と
書

い
て

い
る
。

註

2

昭
和
五
八

・
五

・
二
五
、
中
央

公
論
社

。
表

記
は
現
代
仮
名
遣

い
に
な

っ
て

い
る
。
こ

の
書
に

『豪
傑
』

に
ふ
れ
た
書
簡

が
あ
る
こ
と
を
島
田
昭
男
氏

に
教

え
ら
れ
た
。

註

3

『中

野
重
治
詩
集
』

(昭
和
二
二

・
七

・
一
〇
、
小
山
書
店
)
よ
り
引
用
。

註

4

註

3
の
詩

集
に
よ
る
。
木
村
幸
雄

氏
は

『中
野
重
治

詩
と
評
論
』

(
一
九

七
九

・
六

・
一
五
、
桜
楓
社
)
に
診

い
て
、
中
野

『豪
傑
』
は
萩

原
朔
太
郎

『僕

等

の
親
分
』

を
意
識
し
、

『機

関
車
』

は
朔
太
郎

『軍
隊
』
を
意

識
し

て
生

み

出
さ
れ
た
詩

で
は
な

い
か
と
指
摘
し
、
論

じ
て

い
る
。
.

註

5

北
川
透
著

『近
代
日
本
詩
入
15

中
野
重
治
』

(
一
九
八

一

・
一
〇

・
二
五
、

筑
摩
書
房
)

註

6

こ
の
論

を
芥
川
龍
之
介

が
読

ん
だ
こ
と
は
芥
川

の

『萩
原
朔
太
郎

君
』

(大

正
六

・
一

「近
代
風
景
」
で
わ
か
る
。

註

7

芥
川
龍
之
介
は

『文
芸
雑
談
』

の
な
か
で
中
野
の
詩
に

〈生

ぬ
き

の
美
を
具

へ
て
居

る
〉
と
評
価
し

て
、

〈(尚
次
手

に

一
言
す
れ
ば
、
僕

は
近
頃
中
野
氏

が

久
米
正
雄

の

「万
年
大
学
生
」
に
対
し
、
万
年

小
僧
よ
と
云

っ
て
居

る
詩
を
読

ん
だ
。
然
し
久
米
は
あ

の
作
品

の
主
人
公
が
、
詩
集
者
に
な

っ
た
の
を
軽
蔑

し

て
居

る
次
第

で
は
な

い
。
そ
れ
を
万
年
小
僧
よ
と
き
め

つ
け
ら
れ
て
は
久
米
も

迷
惑

に
思

ふ
だ
ら
う
。
斯
う

い
ふ

の
は
久
米

へ
の
会
釈
で
は
な

い
。
久
米

は
僕

等

の
間

で
は
当
時

の
詩
集
的
感
激
を

一
番
も

つ
て
ゐ
た
大
学

生
だ

っ
た
。
そ
ん

な

こ
と
を
考

へ
る
と
、
今
昔

の
感

に
堪

へ
な

い
か
ら

一
寸
附
け
加

へ
る
気

に

な

っ
た

の
で
あ

る
。
)〉
と

い

っ
て
い
る
。

註

8

「註
5
」
と
同
じ
。

註

9

「註
5
」
と
同
じ
。

註
10

堀

辰
雄

『幼
年
時
代
』

の

「赤

ま
ま

の
花
」

(『堀
辰
雄
全
集
第

三
巻
』、

昭

和

二
九

・
七

・
一
五
、
新
潮
社
)

考
え

る
上

で
重

い
こ
と
を
述

べ
て

い
る
。
す

な
わ

ち

「歴

史
的

使
命

を
自
覚

さ
せ

る
無

産

階
級

の
意
識

」
と

「
微
小

な

る
も

の

へ
の
関
心
」

を
結

び

つ
け

る
こ
と

を
目
ざ

し

た
と

し
、
中

野

が

マ
ル
ク

ス
主
義

芸

術

の
方
向

づ
け

を
し

た
と
評

価

し

て

い
る
。
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付
記

馬

渡

憲

三
郎

氏

は

「
昭
和

詩

の
成

立
」

「昭

和
詩

の
展

開
」

(
『昭

和
詩
史

へ
の
試

み

表

現

へ
の
架
橋

』

一
九
九

三

・
三

・
一
二
、
朝

文
社

)

の
中

で

「
驢
馬

」
.掲
載

の
中
野

の

『詩

に
関
す

る
一
ゴ
ニ
の
断

片
』

を
と

り
あ

げ
、
中

野

の
提
起

し

て

い
る
こ
と

が
昭
和

の
詩

史
を
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