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こ
の
頃
に
な
つ
て
、
僕
は
始
め
て
芥
川
君
の
全
集
を
通
讀
し
た
。
ず
ゐ
ぶ

ん
僕
は
、
生
前
に
於
て
氏
と
議
論
を
し
、
時
に
は
爭
鬪
的
に
ま
で
、
意
見
の

相
違
を
鬪
は
し
た
り
し
た
。
だ
が
實
際
の
と
こ
ろ
を
告
白
す
る
と
、
僕
は
あ

ま
り
多
く
彼
の
作
品
を
讀
ん
で
ゐ
な
か
つ
た
の
だ
。
そ
こ
で
二
言
目
に
は
、

芥
川
君
か
ら
手
き
び
し
く
反
撃
さ
れ
た
。
「
君
は
僕
の
作
品
を
ち
つ
と
も
讀

ん
で
ゐ
な
い
ぢ
や
な
い
か
。
」
「
君
が
も
し
、
い
つ
か
僕
の
全
集
を
よ
ん
で

く
れ
た
ら
な
あ
！
」

　
實
際
、
僕
は
芥
川
君
と
交
際
し
な
が
ら
、
し
か
も
そ
の
忠
實
の
讀
者
で
な

か
つ
た
こ
と
を
、
い
つ
も
心
に
恥
ぢ
、
身
に
ひ
け
て
感
じ
て
ゐ
た
。
だ
が
そ

の
理
由
は
、
決
し
て
僕
が
彼
の
作
品
を
好
ま
な
か
つ
た
か
ら
で
な
い
。
否
む
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し
ろ
、
芥
川
龍
之
介
と
谷
崎
潤
一
郎
と
は
、
僕
が
小
説
に
つ
い
て
鑑
賞
し
得

る
、
唯
一
の
二
人
だ
け
の
作
家
で
あ
つ
た
。
一
體
言
つ
て
、
僕
は
小
説
と
い

ふ
文
學
が
甚
だ
嫌
ひ
だ
。
僕
に
と
つ
て
讀
み
た
い
も
の
は
、
文
學
中
で
「
詩
」

と
「
評
論
」
の
二
つ
し
か
な
い
。
小
説
と
い
ふ
も
の
は
だ﹅
ら﹅
だ﹅
ら﹅
し
て
、
く

だ
ら
な
い
こ
と
を
細
々
と
書
き
立
て
る
の
で
、
讀
む
か
ら
に
退
屈
で
あ
り
、

僕
の
や
う
な
結
論
を
急
ぐ
性
急
者
に
は
、
て
ん
で
の﹅
つ﹅
け﹅
か
ら
讀
む
氣
が
し

な
い
文
學
で
あ
る
。
特
に
就
中
、
身
邊
記
事
の
く
だ
ら
な
い
出
來
事
を
、
茶

呑
み
婆
さ
ん
の
繰
言
み
た
い
に
、
絮
々
細
々
と
　
　
文
壇
の
術
語
で
言
へ
ば

克○

明○

に○

　
　
書
き
立
て
た
日
本
の
文
壇
小
説
に
至
つ
て
は
、
義
務
に
も
讀
め

た
次
第
で
な
い
。
序
で
だ
か
ら
言
つ
て
お
く
が
、
あ
ん
な
無
意
味
で
退
屈
な

文
學
を
、
心
境
小
説
と
か
本
格
小
説
と
か
命
名
し
て
あ
り
が
た
が
つ
て
ゐ
る

4芥川龍之介の追憶



文
壇
は
、
世
界
的
に
も
特
殊
で
あ
り
、
馬
鹿
馬
鹿
し
さ
の
程
が
知
れ
な
い
と

言
ふ
も
の
だ
。

　
か
う
し
た
小
説
嫌
ひ
の
僕
で
あ
る
が
、
そ
れ
で
も
流
石
に
、
興
味
を
も
つ

て
讀
む
作
品
も
あ
る
。
そ
の
異
數
の
例
外
は
、
前
に
言
つ
た
通
り
唯
二
人
の

作
家
、
即
ち
芥
川
龍
之
介
と
谷
崎
潤
一
郎
の
小
説
で
あ
る
。
こ
の
二
人
の
小

説
家
は
、
氣
質
の
い
ろ
い
ろ
な
點
で
反
對
し
て
居
り
、
見
方
に
よ
つ
て
は
地

球
の
兩
極
を
代
表
す
る
コ
ン
ト
ラ
ス
ト
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
し
か
も
文
學
の

或
る
本
質
的
な
一
點
で
、
全
く
立
場
を
一
に
し
た
も
の
が
あ
る
。
だ
が
こ
ん

な
人
物
評
論
は
、
此
所
に
論
ず
べ
き
限
り
で
な
い
。
と
に
か
く
こ
の
二
人
の

作
家
だ
け
は
、
日
本
の
文
壇
の
例
外
で
あ
り
、
身
邊
記
事
の
退
屈
な
茶
呑
話

を
書
か
な
い
だ
け
で
も
、
僕
に
と
つ
て
は
興
味
が
あ
る
。
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さ
う
し
た
わ
け
か
ら
し
て
、
僕
の
立
場
に
な
つ
て
み
れ
ば
、
芥
川
君
の
作

品
の
如
き
は
、
先
づ
大
に
讀
ん
で
る
方
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
元
來
言
つ
て
、

僕
は
多
讀
の
性
分
で
な
く
、
た
い
て
い
の
も
の
な
ら
ば
、
人
の
十
分
の
一
も

讀
ま
な
い
方
で
あ
る
か
ら
、
嚴
重
の
意
味
に
於
て
、
僕
が
芥
川
君
を
「
ち
つ

と
も
讀
ん
で
ゐ
な
い
」
の
は
本
當
だ
つ
た
。
そ
の
こ
と
か
ら
、
僕
は
常
に
友

情
に
對
す
る
負
債
を
感
じ
、
い
つ
し
か
そ
れ
を
辨
償
し
よ
う
と
思
つ
て
ゐ
た
。

（
も
つ
と
も
こ
れ
は
、
室
生
犀
星
君
等
に
對
し
て
も
同
じ
で
あ
る
が
。
）
そ

の
上
、
近
頃
僕
は
ど
う
い
ふ
も
の
か
、
芥
川
君
に
對
す
る
追
憶
の
情
が
次
第

に
濃
厚
に
な
つ
て
來
た
。
近
頃
に
な
つ
て
考
へ
れ
ば
考
へ
る
ほ
ど
、
彼
の
自

殺
に
は
意
味
が
深
く
、
故
人
の
人
格
に
つ
い
て
考
へ
る
こ
と
が
深
く
な
つ
た
。

　
か
つ
て
あ
の
自
殺
の
あ
つ
た
時
、
僕
は
感
激
し
て
長
編
の
文
を
草
し
、
雜
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誌
「
改
造
」
に
寄
せ
た
こ
と
が
あ
つ
た
。
そ
の
論
旨
は
、
大
體
に
於
て
今
尚

同
樣
で
あ
り
、
特
に
改
修
す
べ
き
新
意
見
を
も
持
た
な
い
け
れ
ど
も
、
し
か

も
そ
の
脱
稿
の
後
に
於
て
、
當
時
言
ひ
知
ら
ぬ
不
滿
と
食
ひ
足
ら
な
さ
と
を

感
じ
た
こ
と
は
、
そ
の
後
依
然
と
し
て
繼
續
し
、
日
毎
に
益
〻
思
ひ
が
深
く

な
つ
て
來
る
。
何
事
か
、
ど
こ
か
の
或
る
一
つ
の
點
で
、
僕
は
肝
心
の
芥
川

君
に
觸
れ
て
な
か
つ
た
。
す
く
な
く
と
も
或
る
點
で
、
僕
は
あ
の
文
學
者
を

見
ち
が
へ
て
ゐ
た
。
そ
し
て
何
と
い
ふ
理
由
も
な
く
、
日
増
し
に
こ
の
懷
疑

が
深
く
な
つ
て
く
る
の
を
感
じ
て
ゐ
た
。

　
と
こ
ろ
が
最
近
、
改
造
社
の
一
圓
本
で
、
殆
ん
ど
芥
川
君
の
代
表
作
を
包

括
し
て
ゐ
る
、
そ
の
全
集
と
も
言
ふ
べ
き
も
の
を
通
讀
し
た
。
そ
し
て
僕
は
、

實
に
慨
然
と
し
て
嘆
息
し
、
過
去
一
切
に
亙
る
自
分
の
芥
川
觀
が
、
殆
ん
ど
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淺
薄
皮
相
の
邪
解
に
す
ぎ
な
か
つ
た
こ
と
を
發
見
し
た
。
實
に
芥
川
龍
之
介

は
、
僕
が
か
つ
て
思
つ
た
よ
り
も
、
ず
つ
と
遙
か
に
性たち
の
ち
が
つ
た
、
崇
敬

す
べ
く
愛
慕
す
べ
き
文
學
者
だ
つ
た
。

　
何
よ
り
も
僕
が
驚
い
た
の
は
、
彼
の
あ
ら
ゆ
る
作
を
通
じ
て
、
悲
痛
な
る

人
間
的
生
活
が
、
熱
情
の
齒
ぎ
し
り
を
し
て
叫
ん
で
居
り
、
或
る
ニ
ヒ
リ
ツ

ク
な
爭
鬪
意
識
が
、
文
學
の
隅
々
に
ま
で
血
を
吐
い
て
ゐ
る
こ
と
で
あ
る
。

僕
は
か
つ
て
、
彼
の
さ
う
し
た
文
學
的
素
質
の
一
を
新
作
「
河
童
」
の
中
に

發
見
し
た
。
だ
が
今
に
し
て
考
へ
れ
ば
、
大
て
い
彼
の
作
品
の
大
部
分
は
、

皆
そ
の
同
じ
氣
概
と
熱
情
で
一
貫
し
て
ゐ
る
。
し
か
も
今
日
ま
で
、
僕
が
そ

れ
に
氣
付
か
な
か
つ
た
の
は
、
僕
の
讀
書
的
怠
惰
の
た
め
と
一
に
は
ま
た
斷

片
的
に
し
か
、
彼
の
作
物
を
讀
ん
で
居
な
か
つ
た
爲
で
あ
つ
た
。
若
し
彼
の
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全
集
一
卷
を
通
じ
て
よ
め
ば
、
恐
ら
く
す
べ
て
の
讀
者
が
、
彼
の
中
に
流
る

る
眞
の
作
家
的
モ
チ
ー
フ
を
發
見
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ら
う
。

　
こ
の
發
見
を
し
て
か
ら
後
、
改
め
て
僕
は
芥
川
龍
之
介
の
全
貌
を
追
懷
し

た
。
そ
し
て
生
前
の
彼
に
於
け
る
、
一
切
の
生
活
が
悉
く
符
節
を
合
せ
て
來

た
。
例
へ
ば
彼
は
、
我
が
國
今
日
の
文
壇
中
で
、
お
そ
ら
く
は
何
人
よ
り
も

熱
心
に
、
し
か
も
最
も
早
く
社
會
主
義
を
研
究
し
、
マ
ル
ク
ス
理
論
に
通
曉

し
た
人
で
あ
つ
た
。
そ
し
て
既
成
文
壇
の
大
家
中
で
、
所
謂
プ
ロ
レ
タ
リ
ヤ

文
學
に
理
解
と
同
情
を
有
し
た
と
こ
ろ
の
、
眞
の
唯
一
の
人
で
あ
つ
た
。
例

へ
ば
ま
た
、
彼
は
か
つ
て
僕
の
敍
情
詩
「
郷
土
望
景
詩
」
に
感
激
し
、
朝
早

く
寢
衣
の
ま
ま
で
家
を
飛
び
出
し
た
。
そ
し
て
そ
の
敍
情
詩
は
、
僕
の
寂
し

い
過
去
を
語
つ
た
と
こ
ろ
の
、
悲
憤
と
鬱
憤
に
充
ち
た
る
も
の
で
あ
つ
た
。
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今
に
し
て
、
僕
は
こ
の
「
人
間
的
な
る
あ
ま
り
に
人
間
的
な
る
」
作
家
　

　
さ
う
し
た
作
家
は
、
今
の
日
本
の
既
成
文
壇
は
、
全
く
稀
有
の
例
外
で
あ

る
。
　
　
を
考
へ
、
愛
慕
の
情
眞
に
切
々
た
る
も
の
が
あ
る
。
芥
川
君
の
や

う
な
文
學
者
は
、
單
に
天
才
と
呼
ぶ
べ
き
で
は
な
い
。
む
し
ろ
人
間
的
生
活

を
惱
ん
だ
と
こ
ろ
の
、
眞
の
人
間
的
作
家
と
言
ふ
べ
き
で
あ
る
。
僕
は
實
に
、

日
本
文
壇
の
技
巧
的
文
學
に
飽
き
飽
き
し
て
ゐ
る
。
芥
川
君
の
如
く
、
單
な

る
才
能
で
の
小
説
で
な
く
、
靈
魂
と
情
熱
と
を
以
て
書
く
と
こ
ろ
の
、
眞
の

人
間
的
文
學
者
は
、
今
後
に
於
て
も
益
〻
見
る
こ
と
が
無
い
だ
ら
う
。
し
か

も
そ
の
芥
川
君
が
、
生
前
全
く
人
々
に
理
解
さ
れ
ず
、
誤
つ
て
「
文
人
」
の

名
で
呼
ば
れ
た
り
、
甚
だ
し
き
は
「
技
巧
派
」
の
範
疇
で
論
じ
ら
れ
た
り
し

た
こ
と
を
考
へ
る
と
、
世
評
の
い
か
に
妄
誕
で
あ
り
、
天
才
の
理
解
さ
れ
が
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た
い
眞
事
實
を
、
し
み
じ
み
と
痛
感
せ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。
然
り
！

　
芥
川
君
は
何
人
に
も
理
解
さ
れ
ず
、
孤
獨
の
中
に
悲
痛
な
る
自
殺
を
遂
げ

た
。
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