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僕
、
先
月
末
出
京
し
ま
し
た
。
東
京
は
我
が
あ
こ
が
れ
の
都
。
雪
の
ふ
る

夜
も
青
猫
の
屋
根
を
這
ふ
大
都
会
。
い
ま
は
工
場
と
工
場
と
の
露
地
の
間
、

職
工
の
群
が
つ
て
ゐ
る
煤
煙
の
街
に
住
ん
で
ゐ
ま
す
。
黒
い
煤
煙
と
煉
瓦
の

家
の
並
ん
で
ゐ
る
或
る
貧
乏
な
ま
づ
し
い
長
屋
に
、
僕
等
親
子
四
人
が
悲
し

い
生
活
を
し
て
ゐ
ま
す
。
ど
う
に
か
し
て
パ
ン
の
食
へ
る
間
だ
け
は
、
乞
食

を
し
て
も
東
京
を
離
れ
た
く
な
い
。
い
つ
ま
で
も
こ
の
プ
ロ
レ
タ
リ
ヤ
の
裏

町
に
住
ん
で
ゐ
た
い
。
鴉
の
や
う
に
。

　
蒲
原
有
明
は
僕
の
崇
拝
す
る
唯
一
の
詩
人
。
貴
君
が
そ
れ
に
着
眼
さ
れ
た

る
は
流
石
で
す
。
実
を
い
へ
ば
詩
集
「
月
に
吠
え
る
」
出
版
の
時
、
序
文
を
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是
非
蒲
原
有
明
先
生
に
た
の
み
た
く
再
三
書
簡
を
以
て
懇
願
し
た
る
も
返
事

を
下
さ
ら
な
い
の
で
、
遺
憾
な
が
ら
意
を
果
さ
な
か
つ
た
や
う
な
わ
け
で
す
。

か
く
僕
が
蒲
原
氏
の
序
を
切
望
し
た
る
は
、
僕
の
詩
を
以
て
蒲
原
氏
の
新●

し●

き●

正●

派●

を
自
任
し
た
か
ら
で
す
。
有
明
詩
集
中
、
独●

絃●

哀●

歌●

あ
た
り
の
作
品

は
実
に
名
篇
で
あ
つ
て
、
今
よ
ん
で
も
涙
が
出
る
ほ
ど
好
い
。
何
と
言
ふ
か
、

情
緒
が
濃
厚
で
し
か
も
神
秘
的
で
あ
つ
て
、
あ
た
か
も
ポ
オ
の
恋
愛
抒
情
詩

の
如
く
、
そ
れ
で
東
洋
風
の
香
気
が
強
い
。
「
恋
」
の
神
秘
に
し
て
甘
き
情

緒
は
、
僕
、
有
明
に
よ
つ
て
始
め
て
知
れ
り
。
こ
の
恋ラブ
の
如
く
神
秘
的
に
し

て
、
本
質
的
に
音
楽
の
情
緒
に
近
い
も
の
は
な
い
。
僕
の
「
月
に
吠
え
る
」

中
な
る
二
三
の
作
品
が
如
き
、
正
に
こ
の
神
韻
を
摸
し
て
こ
れ
を
俗●

化●

せ
る

も
の
な
り
。
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か
く
僕
が
蒲
原
先
生
を
崇
拝
せ
る
に
か
か
は
ら
ず
、
或
る
人
か
ら
風
聞
す

る
所
に
よ
れ
ば
、
蒲
原
氏
は
痛
く
僕
に
悪
感
を
抱
い
て
ゐ
る
さ
う
で
す
。
然

し
て
そ
の
理
由
は
、
僕
が
嘗
て
蒲
原
氏
の
詩
を
悪
罵
し
た
と
い
ふ
の
だ
さ
う

で
す
。
こ
れ
実
に
意
外
の
こ
と
で
、
勿
論
、
僕
に
と
つ
て
全
然
お
ぼ
え
の
な

い
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
よ
く
調
べ
て
み
た
所
、
か
つ
て
僕
が
文
章
世
界
で
三

木
露
風
氏
及
び
そ
の
一
派
を
極
端
に
罵
倒
し
、
当
時
の
詩
壇
の
所
謂
「
象
徴

詩
」
な
る
も
の
を
徹
底
的
に
排
斥
し
た
。
然
る
に
後
に
な
つ
て
聞
け
ば
、
三

木
露
風
氏
の
一
派
は
自
ら
「
蒲
原
有
明
の
正
流
」
と
称
し
、
彼
等
の
「
日
本

象
徴
詩
集
」
な
る
書
物
に
も
、
日
本
の
象
徴
詩
の
開
祖
は
蒲
原
有
明
で
、
こ

れ
を
系
統
し
て
発
展
し
た
も
の
が
露
風
氏
及
び
そ
の
一
派
で
あ
る
と
書
い
て

あ
り
ま
す
。
こ
れ
に
よ
つ
て
思
ふ
に
、
僕
が
露
風
氏
等
の
所
謂
「
象
徴
詩
」
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を
痛
撃
し
た
こ
と
が
、
間
接
に
蒲
原
氏
の
耳
に
誤
伝
さ
れ
、
当
時
既
に
詩
壇

を
退
い
て
ゐ
た
蒲
原
氏
に
ま
で
誤
つ
て
自
家
の
こ
と
と
し
て
偏
解
さ
れ
た
の

ら
し
い
。
風
説
に
よ
れ
ば
、
僕
か
ら
の
序
の
依
頼
を
み
て
蒲
原
氏
曰
く
「
人

の
芸
術
を
悪
罵
し
て
お
き
な
が
ら
、
そ
の
同
じ
人
に
対
し
て
序
を
た
の
む
と

は
図
々
し
い
奴
も
あ
つ
た
も
の
だ
」
と
言
は
れ
た
さ
う
で
す
。

　
始
め
、
蒲
原
氏
が
序
の
懇
願
に
応
じ
て
く
れ
な
か
つ
た
時
、
多
分
天
才
に

あ
り
が
ち
の
物
臭
さ
か
ら
と
思
ひ
、
僕
は
何
と
も
思
は
ず
に
居
ま
し
た
が
、

後
日
（
最
近
）
に
な
つ
て
上
述
の
風
説
を
知
り
、
自
ら
そ
の
意
外
に
驚
く
と

共
に
、
蒲
原
氏
に
対
し
て
自
分
の
全
く
曲
解
さ
れ
た
こ
と
が
口
惜
し
く
残
念

で
た
ま
ら
ず
よ
つ
て
こ
の
消
息
を
近
く
何
か
の
雑
誌
に
発
表
し
よ
う
と
思
つ

て
ゐ
た
所
で
あ
つ
た
。
幸
ひ
貴
君
の
手
紙
に
よ
つ
て
書
く
ヒ
ン
ト
を
得
た
か
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ら
、
全
文
或
い
は
概
要
を
貴
誌
に
掲
載
し
て
貰
へ
れ
ば
幸
甚
で
す
。
か
か
る

弁
明
は
、
む
し
ろ
「
常
識
あ
る
頭
脳
」
に
対
し
て
愚
劣
事
に
す
ぎ
な
い
け
れ

ど
も
、
世
間
に
は
存
外
馬
鹿
者
が
多
い
か
ら
念
の
た
め
注
意
し
て
お
く
。
即

ち
蒲
原
有
明
氏
と
三
木
露
風
氏
と
は
、
詩
格
に
於
て
も
詩
想
に
於
て
も
、
全

然
別
個
の
も
の
に
属
し
、
更
に
相
関
す
る
所
な
し
。
詳
説
す
れ
ば
、
蒲
原
氏

の
詩
風
は
浪
漫
的
に
し
て
、
し
か
も
情
緒
の
濃
厚
な
る
神
秘
的
気
韻
を
特
色

と
す
る
の
に
、
露
風
氏
及
び
そ
の
一
派
の
所
謂
「
象
徴
詩
」
な
る
も
の
は
、

全
然
古
典
的
、
理
智
的
に
し
て
、
何
等
の
夢
幻
的
情
想
も
浪
漫
的
情
緒
も
有

せ
ず
、
む
し
ろ
そ
の
正
反
対
な
る
厳
粛
端
麗
な
る
理
智
的
格
調
の
美
に
長
所

を
有
す
る
の
で
、
あ
た
か
も
フ
ラ
ン
ス
詩
壇
に
お
け
る 

高 

踏 

派 

パ
ル
ナ
シ
ア
ン
（
象
徴
詩

派
前
派
）
の
如
し
。
之
に
対
し
有
明
氏
の
詩
は
、
こ
の
高
踏
詩
派
を
敵
と
し
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て
興
つ
た
情
熱
主
義
の
ヴ
ヱ
ル
レ
ー
ヌ
や
ボ
ド
レ
エ
ル
の
一
派
、
即
ち
フ
ラ

ン
ス
詩
壇
の
象
徴
詩
派

サ
ム
ボ
リ
ズ
ム
（
こ
れ
が
同
時
に
自
由
詩
の
先
駆
で
あ
つ
た
こ
と
は

人
の
知
る
ご
と
し
）
に
比
較
さ
れ
る
。
故
に
外
国
流
の
称
呼
に
従
へ
ば
、
蒲

原
有
明
氏
の
詩
風
は
象
徴
詩
で
あ
る
が
、
露
風
氏
一
派
の
詩
は
正
し
く
そ
の

反
対
な
る
高
踏
詩
派
に
属
す
べ
き
で
あ
る
。
し
か
し
日
本
の
詩
壇
で
は
、
露

風
氏
等
の
詩
を
象
徴
詩
と
称
し
て
ゐ
る
故
に
、
僕
の
言
も
こ
れ
を
便
と
し
て

用
ゐ
る
の
み
。
も
と
よ
り
詩
派
の
称
呼
の
如
き
は
ど
う
で
も
好
い
の
で
、
要

は
内
容
に
存
す
る
の
で
あ
る
。

　
私
信
が
余
談
に
渡
つ
て
失
礼
し
ま
し
た
。
と
に
か
く
蒲
原
有
明
氏
は
、
今

日
の
詩
壇
の
先
駆
者
で
あ
つ
て
、
永
遠
に
価
値
を
有
す
る
天
才
で
す
。
今
日

の
無
内
容
な
詩
壇
に
向
つ
て
言
ひ
た
い
こ
と
は
、
実
に
一
語
「
蒲
原
有
明
に
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帰
れ
」
で
あ
る
。
（
以
下
略
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
「
羅
針
」
第
五
輯
・
大
正
十
四
年
四
月
）
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青
空
文
庫
情
報

底
本
：
「
現
代
詩
文
庫
　1013

　
蒲
原
有
明
詩
集
」
思
潮
社

　
　
　1976
（
昭
和51

）
年10

月1

日

底
本
の
親
本
：
「
飛
雲
抄
」
書
物
展
望
社

　
　
　1938

（
昭
和13
）
年12

月10

日

初
出
：
「
羅
針
　
第
五
輯
」

　
　
　1925

（
大
正14

）
年4
月

※
こ
の
作
品
は
、
著
者
か
ら
の
福
原
清
宛
書
簡
で
す
。
著
者
の
意
向
を
受
け

て
福
原
に
よ
っ
て
公
開
さ
れ
、
そ
の
際
表
題
の
「
蒲
原
有
明
に
帰
れ
」
が
福

原
に
よ
っ
て
付
さ
れ
ま
し
た
。
底
本
に
は
、
本
作
品
の
公
開
に
至
る
そ
の
経
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緯
を
示
し
た
福
原
の
言
葉
が
添
え
ら
れ
て
い
ま
し
た
が
、
著
作
権
の
保
護
期

間
に
あ
る
か
否
か
が
確
認
で
き
な
か
っ
た
の
で
、
割
愛
し
ま
し
た
。

入
力
：
広
橋
は
や
み

校
正
：
土
屋
隆

2006

年11

月1

日
作
成

青
空
文
庫
作
成
フ
ァ
イ
ル
：

こ
の
フ
ァ
イ
ル
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
図
書
館
、
青
空
文
庫
（http://w

w

w
.aozora.gr.jp/

）
で
作
ら
れ
ま
し
た
。
入
力
、
校
正
、
制
作
に
あ
た
っ
た

の
は
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
皆
さ
ん
で
す
。
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