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芥
川
龍
之
介
氏
と
は
、
生
前
よ
く
俳
句
の
話
を
し
、
時
に
は
意
見
の
相
違

か
ら
、
激
論
に
及
ん
だ
こ
と
さ
へ
も
あ
る
。
そ
れ
に
氏
に
は
「
余
が
俳
句
観
」

と
題
す
る
エ
ツ
セ
イ
も
あ
る
程
な
の
で
、
さ
だ
め
し
作
品
が
多
量
に
あ
る
こ

と
だ
と
思
ひ
、
い
つ
か
ま
と
め
て
読
ん
だ
上
、
俳
人
芥
川
龍
之
介
論
を
書
か

う
と
楽
し
み
に
し
て
ゐ
た
。
然
る
に
今
度
全
集
を
よ
み
、
意
外
に
そ
の
寡
作

な
の
に
驚
い
た
。
全
集
に
網
羅
さ
れ
て
る
俳
句
は
、
日
記
旅
行
記
等
に
挿
入

さ
れ
て
い
る
も
の
を
合
計
し
て
、
僅
か
に
や
つ
と
八
十
句
位
し
か
な
い
。
こ

れ
で
は
ど
う
に
も
評
論
の
仕
方
が
な
い
。
し
か
し
こ
の
少
数
の
作
品
を
通
じ

て
、
大
体
の
趣
味
、
傾
向
、
句
風
等
、
及
び
俳
句
に
対
す
る
氏
の
主
観
態
度

が
、
朧
げ
な
が
ら
も
解
ら
な
い
こ
と
は
な
い
。
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前
に
も
他
の
小
説
家
の
俳
句
を
評
す
る
時
に
言
つ
た
事
だ
が
、
一
体
に
小

説
家
の
詩
や
俳
句
に
は
、
ア
マ
チ
ユ
ア
と
し
て
の
ヂ
レ
ツ
タ
ン
チ
ズ
ム
が
濃

厚
で
あ
る
。
彼
等
は
皆
、
そ
の
中
で
は
真
剣
に
な
つ
て
人
生
と
取
組
み
合
ひ

全
力
を
出
し
き
つ
て
文
学
と
四
つ
角
力
を
と
つ
て
る
の
に
、
詩
や
俳
句
を
作

る
時
は
、
乙
に
気
取
つ
た
他
所
行
き
の
風
流
気
を
出
し
、
小
手
先
の
遊
び
芸

と
し
て
、
綺
麗
事
に
戯
む
れ
て
ゐ
る
と
い
ふ
感
じ
が
す
る
。
室
生
犀
星
氏
が

い
つ
か
或
る
随
筆
で
書
い
て
ゐ
た
が
、
仕
事
の
終
つ
た
後
で
、
き
れ
い
に
机

を
片
づ
け
、
硯
に
墨
を
す
り
な
が
ら
静
か
に
句
想
を
練
る
気
持
は
、
何
と
も

言
へ
な
い
楽
し
み
だ
と
。
つ
ま
り
か
う
し
た
作
家
た
ち
が
、
詩
や
俳
句
を
作

る
の
は
、
飽
食
の
後
で
一
杯
の
紅
茶
を
の
ん
だ
り
、
或
は
労
作
の
汗
を
流
し
、

一
日
の
仕
事
を
終
つ
た
後
で
、
浴
衣
が
け
に
着
換
へ
て
麻
雀
で
も
す
る
気
持
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な
の
だ
。
し
た
が
つ
て
彼
等
の
俳
句
に
は
、
芭
蕉
や
蕪
村
の
専
門
俳
人
に
見

る
如
き
、
真
の
打
ち
込
ん
だ
文
学
的
格
闘
が
な
く
、
作
品
の
根
柢
に
於
け
る

ヒ
ユ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
詩
精
神
が
殆
ん
ど
な
い
。
言
は
ば
こ
れ
等
の
人
々
の
俳

句
は
、
多
く
皆
「
文
人
の
余
技
」
と
言
ふ
だ
け
の
価
値
に
過
ぎ
ず
、
単
に
趣

味
性
の
好
事
と
し
か
見
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。

　
芥
川
龍
之
介
は
一
代
の
才
人
で
あ
り
、
琴
棋
書
画
の
あ
ら
ゆ
る
文
人
芸
に

達
し
た
能
士
で
あ
つ
た
が
、
そ
の
俳
句
は
、
や
は
り
多
分
に
も
れ
ず
文
人
芸

の
上
乗
の
も
の
に
し
か
過
ぎ
な
か
つ
た
。
僕
は
氏
の
晩
年
の
小
説
（
歯
車
、

西
方
の
人
、
河
童
等
）
を
日
本
文
学
中
で
第
一
位
の
高
級
作
品
と
認
め
て
ゐ

る
が
、
そ
の
俳
句
に
至
つ
て
は
、
彼
の
他
の
文
学
で
あ
る
ア
フ
オ
リ
ズ
ム

（
侏
儒
の
言
葉
）
と
共
に
、
友
情
の
割
引
を
以
て
し
て
も
讃
辞
で
き
な
い
。
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む
し
ろ
こ
の
二
つ
の
文
学
は
、
彼
の
あ
ら
ゆ
る
作
品
的
欠
点
を
無
恥
に
曝
露

し
た
も
の
だ
と
思
ふ
。
即
ち
「
侏
儒
の
言
葉
」
は
、
江
戸
ツ
子
的
浮
薄
な
皮

肉
と
イ
ロ
ニ
イ
と
で
、
人
生
を
単
に
機
智
的
に
揶
揄
し
た
も
の
で
、
パ
ス
カ

ル
や
ニ
イ
チ
エ
の
ア
フ
オ
リ
ズ
ム
に
見
る
如
き
、
真
の
打
ち
込
ん
だ
人
生
熱

情
や
生
活
体
感
が
何
処
に
も
な
い
。
「
侏
儒
の
言
葉
」
は
、
言
は
ば
頭
脳
の

機
智
だ
け
で
　
　
し
か
も
機
智
を
誇
る
た
め
に
　
　
書
い
た
文
学
で
才
人
と

し
て
の
彼
の
病
所
と
欠
点
と
を
、
露
骨
に
出
し
た
や
う
な
文
学
で
あ
つ
た
が
、

同
じ
や
う
に
ま
た
彼
の
俳
句
も
、
そ
の
末
梢
神
経
的
の
凝
り
性
と
趣
味
性
と

を
、
文
学
的
ヂ
レ
ツ
タ
ン
チ
ズ
ム
の
衒
気
で
露
出
し
た
や
う
な
も
の
で
あ
つ

た
。
そ
の
代
表
的
な
例
と
し
て
二
三
の
作
品
を
あ
げ
て
み
よ
う
。
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蝶
の
舌
ゼ
ン
マ
イ
に
似
る
暑
さ
か
な

　
　
　
暖
か
や
蕊
に
臘
ぬ
る
造
り
花

　
　
　
臘
梅
や
雪
う
ち
透
か
す
枝
の
た
け

「
蝶
の
舌
」
の
句
は
、
ゼ
ン
マ
イ
に
似
て
い
る
と
い
ふ
目
付
け
所
が
山
で
あ

り
、
比
喩
の
奇
警
に
し
て
観
察
の
細
か
い
と
こ
ろ
に
作
者
の
味
噌
が
あ
る
の

だ
ら
う
が
、
結
果
は
そ
れ
だ
け
の
機
智
で
あ
つ
て
、
本
質
的
に
何
の
俳
味
も

詩
情
も
な
い
、
単
な
る
才
気
だ
け
の
作
品
で
あ
る
。
次
の
二
つ
の
句
も
や
は

り
同
じ
や
う
に
観
察
の
細
か
さ
と
技
巧
の
凝
り
性
を
衒
つ
た
句
で
、
末
梢
神

経
的
な
先
鋭
さ
は
あ
る
と
し
て
も
、
ポ
エ
ヂ
イ
と
し
て
の
真
実
な
本
質
性
が

な
く
、
や
は
り
頭
脳
と
才
気
と
工
夫
だ
け
で
造
花
的
に
作
つ
た
句
で
あ
る
。
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彼
は
芭
蕉
の
俳
句
中
で

　
　
　
ひ
ら
ひ
ら
と
上
る
扇
や
雲
の
峯

　
を
第
一
等
の
名
作
と
し
て
推
賞
し
て
ゐ
た
が
、
上
例
の
如
き
自
作
の
句
を

観
照
す
る
と
、
芥
川
氏
の
芭
蕉
観
が
ど
の
や
う
な
も
の
で
あ
つ
た
か
が
、
お

よ
そ
想
像
が
つ
く
で
あ
ら
う
。
つ
ま
り
彼
は
、
芭
蕉
を
そ
の
末
梢
的
技
巧
方

面
に
於
て
、
本
質
の
ポ
エ
ヂ
イ
以
上
に
買
つ
て
ゐ
た
の
で
あ
る
。

　
い
つ
か
前
に
他
の
論
文
で
書
い
た
こ
と
だ
が
、
芥
川
龍
之
介
の
悲
劇
は
、

彼
が
自
ら
「
詩
人
」
た
る
こ
と
を
イ
デ
ー
し
な
が
ら
、
結
局
気
質
的
に
詩
人

た
り
得
な
か
つ
た
こ
と
の
宿
命
に
あ
つ
た
。
彼
は
俳
句
の
外
に
、
い
く
つ
か
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の
抒
情
詩
と
数
十
首
の
短
歌
を
も
作
つ
て
ゐ
る
が
、
そ
れ
ら
の
詩
文
学
の
殆

ん
ど
全
部
が
、
上
例
の
俳
句
と
同
じ
く
、
造
花
的
の
美
術
品
で
、
真
の
詩
が

エ
ス
プ
リ
す
べ
き
生
活
的
情
感
の
生
々
し
い
熱
意
を
欠
い
て
る
。
つ
ま
り
言

へ
ば
彼
の
詩
文
学
は
、
生
活
が
な
く
て
趣
味
だ
け
が
あ
り
、
感
情
が
な
く
て

才
気
だ
け
が
あ
り
、
ポ
エ
ヂ
イ
が
な
く
て
知
性
だ
け
が
あ
る
や
う
な
文
学
な

の
だ
。
そ
し
て
か
か
る
文
学
的
性
格
者
は
、
本
質
的
に
詩
人
た
る
こ
と
が
不

可
能
で
あ
る
。
詩
人
的
性
格
と
は
、
常
に
「
燃
焼
す
る
」
と
こ
ろ
の
も
の
で

あ
り
、
高
度
の
文
化
的
教
養
の
中
に
あ
つ
て
も
、
本
質
に
は
自
然
人
的
な
野

生
や
素
朴
を
も
つ
も
の
な
の
に
、
芥
川
氏
の
性
格
中
に
は
、
そ
の
燃
焼
性
や

素
朴
性
が
殆
ん
ど
全
く
な
か
つ
た
か
ら
だ
。
そ
こ
で
彼
が
自
ら
「
詩
人
」
と

称
し
た
こ
と
は
、
知
性
人
の
イ
ン
テ
リ
ゼ
ン
ス
に
於
て
の
み
、
詩
人
の
高
邁
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な
幻
影
を
見
た
か
ら
だ
つ
た
。
そ
れ
は
必
ず
し
も
彼
の
錯
覚
で
は
な
か
つ
た
。

だ
が
そ
れ
に
も
か
か
は
ら
ず
、
彼
の
宿
命
的
な
悲
劇
で
あ
つ
た
。

　
室
生
犀
星
氏
は
、
性
格
的
に
も
、
芥
川
氏
の
対
照
に
立
つ
文
学
者
で
あ
る
。

彼
は
知
性
の
人
で
な
く
し
て
感
性
の
人
で
あ
り
、
江
戸
ツ
子
的
神
経
の
都
会

人
で
な
く
し
て
、
粗
野
に
逞
し
い
精
神
を
も
つ
た
自
然
人
で
あ
り
、
不
断
に

燃
焼
す
る
パ
ツ
シ
ヨ
ン
に
よ
つ
て
、
主
観
の
強
い
意
志
に
生
き
て
る
行
動
人

で
あ
る
。
そ
こ
で
室
生
犀
星
氏
は
、
生
れ
な
が
ら
に
天
稟
の
詩
人
と
し
て
出

発
し
た
。
し
か
し
後
に
小
説
家
と
な
り
、
そ
の
方
の
創
作
に
専
念
す
る
や
う

に
な
つ
て
か
ら
は
、
彼
の
ポ
エ
ヂ
イ
の
主
生
命
が
、
悉
く
皆
散
文
の
形
式
の

中
に
盛
り
込
ま
れ
て
、
次
第
に
詩
文
学
か
ら
遠
ざ
か
る
や
う
に
な
つ
て
し
ま

つ
た
。
彼
は
今
で
も
、
時
に
尚
思
ひ
出
し
た
や
う
に
詩
を
書
い
て
る
。
し
か
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し
彼
が
自
ら
言
ふ
通
り
、
今
の
彼
が
詩
を
書
く
気
持
は
、
昔
の
や
う
に
張
り

切
つ
た
も
の
で
は
な
く
つ
て
、
飽
食
の
後
に
一
杯
の
紅
茶
を
す
す
り
、
労
作

の
後
に
机
を
浄
め
て
、
心
の
余
裕
を
楽
し
む
閑
文
学
の
風
雅
に
す
ぎ
な
い
。

そ
し
て
こ
の
詩
作
の
態
度
は
、
彼
の
他
の
詩
文
学
で
あ
る
と
こ
ろ
の
、
俳
句

の
場
合
に
於
て
も
同
様
で
あ
る
。
即
ち
他
の
多
く
の
小
説
家
の
例
に
ひ
と
し

く
、
彼
の
俳
句
も
ま
た
「
文
人
の
余
技
」
で
あ
る
。

　
し
か
し
な
が
ら
彼
の
場
合
は
、
芥
川
氏
等
の
場
合
と
ち
が
つ
て
、
余
技
が

単
な
る
余
技
に
止
ま
ら
ず
、
余
技
そ
の
も
の
の
中
に
往
々
彼
の
作
物
を
躍
如

と
さ
せ
、
生
き
た
詩
人
の
肉
体
を
感
じ
さ
せ
る
も
の
が
あ
る
。
す
べ
て
人
は

そ
の
第
一
義
的
な
仕
事
に
於
て
、
思
想
と
情
熱
の
全
意
力
を
傾
注
し
、
第
二

義
的
な
仕
事
即
ち
余
技
に
於
て
は
、
単
に
趣
味
性
の
み
を
抽
象
的
に
遊
離
し
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て
享
楽
す
る
。
室
生
氏
の
場
合
も
亦
こ
れ
と
同
じ
く
、
彼
の
句
作
の
態
度
に

は
、
趣
味
性
の
遊
離
し
た
享
楽
（
ヂ
レ
ツ
タ
ン
チ
ズ
ム
）
が
多
分
に
あ
る
。

だ
が
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
、
彼
は
そ
の
趣
味
性
の
享
楽
を
生
活
化
し
、
ヂ
レ
ツ

タ
ン
チ
ズ
ム
を
肉
体
化
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
不
思
議
な
個
性
的
芸
術
を
創

造
す
る
と
こ
ろ
の
、
日
本
茶
道
精
神
の
奥
義
を
知
つ
て
る
。
例
へ
ば
彼
が
陶

器
骨
董
を
愛
玩
す
る
時
、
そ
の
趣
味
性
の
道
楽
が
直
ち
に
彼
の
文
学
と
な
り
、

陶
器
骨
董
の
触
覚
や
嗅
覚
が
そ
れ
自
ら
彼
の
生
き
た
肉
体
感
覚
と
な
る
の
で

あ
る
。
そ
し
て
彼
が
石
を
集
め
、
苔
を
植
ゑ
て
庭
を
造
り
楽
し
む
時
、
し
ば

し
ば
そ
の
自
己
流
の
道
楽
芸
が
専
門
の
庭
園
師
を
嘆
息
さ
せ
る
ほ
ど
、
真
に

ユ
ニ
イ
ク
な
芸
術
創
作
と
な
る
の
で
あ
る
。

　
そ
こ
で
彼
の
俳
句
を
見
よ
う
。
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凧
の
か
げ
夕
方
か
け
て
読
書
か
な

　
　
　
夕
立
や
か
み
な
り
走
る
隣
ぐ
に

　
　
　
沓
か
け
や
秋
日
に
の
び
る
馬
の
顔

　
　
　
鯛
の
骨
た
た
み
に
ひ
ら
ふ
夜
寒
か
な

　
　
　
秋
ふ
か
き
時
計
き
ざ
め
り
草
の
庵

　
　
　
石
垣
に
冬
す
み
れ
匂
ひ
別
れ
け
り

　
彼
の
俳
句
の
風
貌
は
、
彼
の
人
物
と
同
じ
く
粗
剛
で
、
田
舎
の
手
織
木
綿

の
や
う
に
、
極
め
て
手
触
り
が
あ
ら
く
ゴ
ツ
ゴ
ツ
し
て
ゐ
る
。
彼
の
句
に
は
、

芭
蕉
の
や
う
な
幽
玄
な
哲
学
や
寂
し
を
り
も
な
く
、
蕪
村
の
や
う
な
絵
画
的
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印
象
の
リ
リ
シ
ズ
ム
も
な
く
、
勿
論
ま
た
其
角
、
嵐
雪
の
や
う
な
伊
達
や
洒

落
ツ
気
も
な
い
。
し
か
し
そ
れ
で
ゐ
て
何
か
或
る
頑
丈
な
逞
し
い
姿
勢
の
影

に
、
微
か
な
虫
声
に
似
た
優
し
い
セ
ン
チ
メ
ン
ト
を
感
じ
さ
せ
る
。
そ
し
て

「
粗
野
で
逞
し
い
ポ
ー
ズ
」
と
、
そ
の
ポ
ー
ズ
の
背
後
に
潜
ん
で
ゐ
る
「
優

し
く
い
ぢ
ら
し
い
セ
ン
チ
メ
ン
ト
」
と
は
、
彼
の
あ
ら
ゆ
る
小
説
と
詩
文
学

と
に
本
質
し
て
ゐ
る
も
の
な
の
で
あ
る
。

　
俳
人
と
し
て
の
室
生
犀
星
は
、
要
す
る
に
素
人
庭
園
師
と
し
て
の
室
生
犀

星
に
外
な
ら
な
い
。
そ
し
て
こ
の
ア
マ
チ
ユ
ア
の
道
楽
芸
が
、
そ
れ
自
ら
ま

た
彼
の
人
物
的
風
貌
の
表
象
で
あ
り
、
併
せ
て
文
学
的
エ
ス
プ
リ
の
本
質
な

の
だ
。
故
に
こ
れ
を
結
論
す
れ
ば
、
彼
の
俳
句
は
そ
の
造
庭
術
や
生
活
様
式

と
同
じ
く
、
ヂ
レ
ツ
タ
ン
ト
の
風
流
で
あ
つ
て
、
然
も
「
人
生
そ
の
も
の
」
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の
実
体
的
表
現
な
の
だ
。
彼
が
か
つ
て
風
流
論
を
書
き
、
風
流
生
活
、
風
流

即
芸
術
の
茶
道
精
神
を
唱
導
し
た
所
以
も
此
処
に
あ
る
し
、
句
作
を
余
技
と

認
め
な
が
ら
、
し
か
も
余
技
に
非
ず
と
主
張
す
る
二
律
反
則
の
自
己
矛
盾
も
、

こ
れ
に
よ
つ
て
疑
問
な
し
に
諒
解
で
き
る
。
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青
空
文
庫
情
報

底
本
：
「
日
本
の
名
随
筆
　
別
巻25

　
俳
句
」
作
品
社

　
　
　1993
年
（
平
成5

年
）3

月25

日
第1

刷
発
行

底
本
の
親
本
：
「
萩
原
朔
太
郎
全
集
　
第
八
巻
」
小
学
館

　
　
　1943

（
昭
和18
）
年12

月

初
出
：
「
俳
句
研
究
」

　
　
　1938

（
昭
和13

）
年3
月
号

入
力
：
斎
藤
由
布
子

校
正
：noriko saito

2006

年11

月1

日
作
成
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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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小説家の俳句
俳人としての芥川龍之介と室生犀星
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