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海

老

井

英

次

芥

川
龍
之
介

の
作

品

『
六

の
宮

の
姫
君
』

(
『
表

現
』
大

正

十

一
年

八

月

初
掲

)
を
、

芥

川

の
歴

史
小

説

の
秀
作

と
す

る
見

解
が

あ

る
。
し

か
し

、

そ
う
し

た
評
価

が

、

こ
の
作
品

の
原

典
で

あ

る

『
今
昔

物

語
本

朝
巻
九

第

五
話

・
六

の
宮

の
姫

君

の
夫
出

家
す

る
も

の
が

た
り
㌧

(
以
下

原
話

と
略

)
が
有

し

て
い

る
優
れ

た
文
芸

性
と

、
当
作

品

の

そ
れ
と

の
関

係
を

不
分

明

の
ま

」

に
な
さ

れ
た

と

の
懸

念
を

残
し

て

い
た
。

そ
し

て
、

原
話

と
当

作

品

を
比

較
考
察

し

た
先
学

は
、

芥
川

独
自

の
も

の
と

し

て
は
、

そ
れ

程

高

い
評
価
を

こ
の
作
品

に
与

え

て
い
な

い

の
で
あ

る
。

例

え
ば
吉

田
精

一
氏

は
次

の
よ

う
に

い
わ
れ

る
。

六
の
宮
の
姫
君
の
話
は
、
今
昔
物
語
中
最
も
悲
劇
的
で
、
印
象
深
い
も
の
で
あ
る
。

呪
わ
れ
た
運
命
の
支
配
下
に
置
か
れ
た
弱
い
女
性
の
あ
わ
れ
な
生
活
を
、
世
相
の

背
景
の
も
と
に
如
実
に
伝
え
て
い
る
。
こ
の
題
材
を
捉
え
た
の
は
流
石
に
彼
の
眼

光
の
鋭
さ
を
語
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
た
だ
原
話
が
す
ぐ
れ
て
い
る
だ
け
に
、
彼
の

手
柄
は
そ
れ
だ
け
少
い
。

「極
樂
も
地
獄
も
知
ら
ぬ
、
厨
甲
斐
な
い
女
」
の
は
か

な
い

一
生
を
、
憐
れ
と
は
思
い
つ
ゝ
も
、
敢
え
て
さ
げ
す
も
う
と
し
た
の
が
、
彼

③

の
心
境
だ
っ
た
。

さ
ら

に
、
芥

川

の
い
わ

ゆ
る

「今

昔

物
」

に

つ
い

て
の
詳
細

な

研
究
を

最
近
利

行
さ

れ

た
長

野

嘗

一
氏

は
、

そ

の
著

『
古

典

と
近

代
作

家

ー

芥
川

龍

之
介

』

(
昭

・
42

)
の
中

の

「
六

の
宮

の
姫
君

」

の
章

に
お

い

て
、
原

話

と

の
綿
密

な

比
較

研
究

の
後

に
、
次

の
よ
う

に
結

論

さ

れ

て
い

る
。

芥
川
の
こ
の
作
品
を
賞
す
る
な
ら
、
少
な
く
と
も
半
ば
の
功
を
原
典
に
帰
し
、
今

昔
物
語
を
も
合
わ
せ
て
賞
す
る
の
が
至
当
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
芥
川
独
特
の
手

柄
と
い
え
ば
、
こ
の
原
典
に
眼
を
着
け
た
鑑
賞
眼
と
、
そ
れ
を
手
際
よ
く
ま
と
め

た
こ
と
、
女
主
人
公
の
思
想
や
性
格
を
い
ち
だ
ん
と
關
明
に
し
た
こ
と
、
及
び
洗

錬
さ
れ
た
文
章
を
列
挙
す
べ
き
で
あ
る
と
思
う
。

以
上

代
表

的

な

二

つ
の
見
解

は

、
『
今
昔

物

語
集
』
中

の
原

話

が

も

2
局

い
文

芸
性

を
前

提

と
し

て
、

そ
れ

に
着

眼

し
た

芥

川

の

「
鑑

賞

眼
」

、

及

び
原

話

の
文
芸

性

を

よ
り

「
洗
錬

」

し
た

形

に
ま

と
め

た
芥

川

の
技

術
的

才
能

を

認
め

る
見

解
で

あ

る
。

と

こ
ろ
で

、

こ
れ
も

す

で

に
あ
ま

り

に
有
名

で

あ

る
が
、

芥

川
が

歴
史

小

説

に

つ
い

て
述

べ
た
次

の
よ
う

な
文
章

が
あ

る
。

A
、
歴
史
小
説
と
云
ふ
以
上
、

一
時
代
の
風
俗
な
り
人
情
な
り
に
、
多
少
は
忠
實

で

な
い
も
の
は

な
い
。

し
か
し

一
時
代

の
特
色

の
み
を
1

殊

に
道
徳
上
の
特
色

の
み
を
主
題
と
し
た
も

の
も
あ

る
べ
き
で
あ

る
。
1

中
略
ー

し

か
し
日
本

の



歴
史
小
説
に
は
、
未
だ

こ
の
種

の
作
品

を
見
な
い
。

日
本

の
は
大
抵
古
人

の
心
に
、

今
人
の
心
と
共
通
す

る
、

云
は
ば

ヒ

ュ
マ
ン
な
閃
き
を
捉

へ
た
、
手

つ
取
り

早
い

作
品
ば
か
り
で
あ

る
。

(澄
江
堂
雑
記

九

歴
史
小

説

)

B
、
今

僕
が
或

テ

エ
マ
を
捉

へ
て
そ
れ
を
小
説

に
書

く
と
す
る
。
さ
う
し

て
そ
の

テ
ェ
マ
を
藝
術
的

に
最
も
力
強
く
表
現
す

る
爲
に
は
、
或

異
常
な
事
件
が
必
要

に

な
る
と
す
る
。
そ

の
場
合
、
そ

の
異
常
な
事
件

な
る
も

の
は
、
異
常
な
だ

け
そ
れ

だ
け
、
今

日
こ
の
日
本

に
起

っ
た
事
と
し

て
は
書
き

こ
な
し
悪

い
、
も
し
強

て
書

け
ば

、
多
く
の
場
合
不
自
然

の
感
を
讃
者

に
起

さ
せ
て
、
そ

の
結
果
折
角

の
テ

エ

マ
ま
で
も
犬

死
を
さ
せ
る
事

に
な

っ
て
し
ま

ふ
。
所

で

こ
の
困
難
を
除
く
手
段

に

は
、
「今

日
こ
の
日
本
に
起

っ
た
事
と
し
て
は
書
き

こ
な
し
悪
い
」
と
云
ふ
語
が
示

し

て
ゐ
る
や
う
に
、
昔
か

(未
来
は
稀
で
あ

ろ
う
)

日
本
以
外

の
土
地
か
或

は
昔

日
本

以
外

の
土
地
か
ら
起

っ
た
事
と
す

る
よ
り
外

は
な
い
。
僕

の
昔
か
ら
材
料

を

採

っ
た
小

説
は
大
抵

こ
の
必
要

に
迫
ら

れ
て
、
不
自
然

の
障
碍
を
避
け

る
爲
に
舞

憂
を
昔

に
求

め
た

の
で
あ
る
。

(澄
江
堂
雑
記

三
十

一

「昔
」

)

さ

ら

に

芥

川

が

歴

史

小

説

を

書

く

に
際

し

て

、

多

く

の

材

料

を

仰

ぎ

、

『
六

の

宮

の

姫

君

』

も

ま

た

そ

う

で

あ

っ
た

『
今

昔

物

語

集

』

に

つ
い

て

「
今
昔
物
語
」

の
作
者

は
事

實
を
窩

す

の
に
少
し
も
手
加
減

を
加

へ
て
ゐ
な

い
。

こ
れ
は
僕
等

人
間
の
心
理
を
鳶
す

の
に
も
同
じ

こ
と
で
あ
る
。
尤
も

「今
昔

物
語

」

の
中

の
人
物

は
、
あ
ら
ゆ
る
傳
説

の
中

の
人
物

の
や
う

に
複
雑
な

心
理
の
持
ち

主
で
は
な

い
。
彼
等

の
心
理
は
陰
影

に
乏
し

い
原
色
ば

か
り
並

べ
て
ゐ
る
。
し
か

し
今

日
の
僕
等

の
心
理
に
も
如
何
に
彼
等

の
心

理
の
中

に
響
き
合

ふ
色

を
持

っ
て

ゐ

る
で
あ

ら
う
。

(今
昔

物
語
に
就

い
て
)

と

述

べ

て

い

る

こ

と

を

考

え
合

せ

れ

ば

、

芥

川

が

『
今

昔

物

語

集

』

の

説

話

を

素

材

と

し

て

、

歴

史

小

説

を

書

い

た

姿

勢

及

び

方

法

が

ほ

ゞ
明

ら

か

で
あ

ろ
う
。
確

固

と
し

た
主

題

が
先

行
し

て
い
る
場

合

、

芥

川
は
前

掲

B

の
如

き
方

法

に

よ
り
、

ま

た
古

人
と

今
人

に
共

通

す

る
心

理
が

モ
チ

ー

フ

で
あ

る
場

合

に
は

、
「
原

色
ば

か

り
」

の
説

話

を
近

代
的

に
彩
色

し

て
、

歴

史

小

説

を
書

い

て
い

っ
た
わ

け
で

あ

る
。

『
六

の
宮

の
姫
君

』

は

、
明
確

な

形
で

は
芥

川

独
自

の
主

題

を
含

む

作

品

と
は
考

え

ら
れ
ず

、

前
掲

A
で

言

及
し

て
い

る

「
古

人

の

心

に
、
今

人

の

心
と
共

通

す

る
、
云

は
ば

ヒ

ユ

マ
ン
な

閃
き

を

捉

へ
た

、
手

っ
取
り

早

い
作

品
」

の

一
つ
だ

っ
た

と
考

え
ら

れ

る
。
従

っ
て
、
こ
の
作

品

の
自
立

性

を

問
題

に
す

る
場

合

、
そ

の

モ

チ
ー

フ
の
考
察

が

最
も

主

要
な

課

題
で

あ

る
と
考

え

ら
れ

る

の
で
あ

る
。

以
上

の
如

く

『
六

の
宮

の
姫

君
』

の
基

本
的

な

性
格

を
規

定

し

、
以

下

原

話
と

の
相

異
点

を
と

り

あ
げ

吟
味

す

る
形

で
、

こ
の
作

品

の
自
立

性

の

検
討

に
は

い
り

た

い
と
思

う
。

う

『
六

の
宮

の
姫

君
』

と

原

話
と

の
主

な
相

異
点

は

次

の

四
点

に
ま

と
め

ら

れ

る
。

(
1
)
第

二
節

に

『
今
昔

物

語
本

朝
巻

十

六
第

十
九

話

・
東

に
下

る
者

、

人

の
家

に
宿

り

て
産

に
値

ふ
も

の
が

た

り
』

を
典

拠

と
す

る
括

話
が

あ
り

、

そ

れ
は
宿

命

の
怖

し

さ
を

鮮
明

に
す

る
効

果

を

あ
げ

て

い
る
が

、

そ

こ
に

「
な
り

ゆ
き

に
任

せ

る
外

は

な

い
」

と

の
姫
君

の
心
情

吐
露

が

明
白

に
書

き

こ
ま

れ

て
い

る
。

(
2

)
姫

君
が
夫

と

別

れ

て
い

る
期

間

の
こ
と

を
描

い
た

第

三
節

に
も

「
唯

静
か

に
老

い
朽

ち

た

い
。

」

「
わ
た

し

は
も

う
何

も
入

ら

ぬ
。
生

き

よ

う
と
も

死

な
う

と
も

一
つ
事
ぢ

ゃ
…
…

…
」

と

い
う

姫
君

の
心
情

描

出

が
あ

る
。

一一



(
3

)
第

五
節

、
零

落
し
き

っ
た
姫
君

と

そ

の
夫

と

の
再

会

、

そ
れ

に

続
く

姫
君

の
死
を

描

い
た

こ
の
作

品

の
ク

ラ
イ

マ
ッ
ク

ス
の
場

面
で

、
原

話

に
比

べ
て
姫
君

の
臨

終

の
描

写
が

著
し

く
精

し
く

な
り

、
さ

ら

に
、
原

話
で

は
姫
君

は
夫

を
認

め
た
瞬

間

に
死

ぬ
の

に
対

し

て
、

芥
川

の
作

品
で

は
、

姫
君

は
中

有

に
迷

う
姿

に
描
か

れ

て
い

る
。

(
4

)
原
話

は
姫
君

の
夫

が
出

家
す

る

こ
と
を

も

っ
て
結

び
と

し

て
い

る
が

、
芥

川
は
姫

君

の
死
後

の
夫

に

つ
い
て

は
何
も

述

べ
ず
、

原
話

に
な

い
後

日
諌
を
付

け
加

え
て

い
る
。
姫

君
が

「
極
樂

も

地
獄

も
知

ら

ぬ
、

騎

甲
斐

な

い
女

」

の
魂
と

し

て
迷

っ
て

い
る

こ
と
を
迷

べ
、

姫
君

の
臨

終

に

立

会

っ
た
乞

食
法

師

(
原
話

に
は

な

い
)
が
、
実

は

「
や
ん
事

な

い
高
徳

の
沙

門
」
「
内

記

の
上
人
」
だ

っ
た

と

い
う
種

明
か
し

を
結

び
と

し

て
い

る
。

以
上
四
点

の
う
ち

、
(
1

)

(
2

)

の
二
点

に
関
し

て
は
、
進

藤
純

孝
氏

が

そ

の
著

『
芥

川
龍
之

介
』

(
昭

39

)
に
お

い

て

芥
川
は
、
六
の
宮
の
姫
君
の
心
に
、
自
身
の
心
と
共
通
す
る
も
の
、「
唯
静
か
に
老

い
朽
ち
た
い
」

と
い
ふ
気

持
を
と
ら

へ
i

中
略
ー

い
や
、
姫
君
の
上
と
同
じ

や
う
に
、
芥
川
自
身

の
上

に
も
、
「そ

の
安
ら
か
さ

」
が

「思

ひ
の
外
急
に
尽
き
る

時
が
来

た
」
の
を
、
彼
は

こ
の
作
品

に
表

現
せ
ず

に
は
ゐ
ら
れ
な
か

っ
た
と
言

っ

た
方
が
あ
た

っ
て
ゐ

る
か
も
知
れ
な

い
。

と

、

姫

君

の

心

情

描

写

に
芥

川

自

身

の

心
情

の

表

白

が

あ

る

と

さ

れ

る

の

に

対

し

て

、

長

野

氏

は

次

の

よ

う

に

反

論

さ

れ

て

い

る

。

な
る
ほ
ど

「今
昔
」
原
典
で
は
、
姫
が

「瀬

い
安

ら
か
さ
の
中
に
、
は
か
な

い
満

足
を
見
出
し
」

て
、
「唯
静
か

に
老

い
朽
ち

た
い
」
な
ど
と
は
書

い

て
な
い
。
書
い

て
は
な

い
が
、

そ
ん
な

考

え
を
姫

持

っ
て
い
た
で
あ

ろ
う
こ
と
は
、
物
語

の
叙

述
か
ら
十
分
推
察
し

う
る
。
ー

中

略
1
1

す
れ
ば
彼

女
が

「
こ
の
ま

ま
静
か

に

老

い
朽
ち
た

い
」
と
い
う
よ
う
な
考

え
を

い
だ
く
の
は
、
当
然

の
帰
結
で
は
あ
る

ま
い
か
。
こ
れ
を
芥
川
の
創
見
と
し
て
ご
と
ご
と
し
く
主
張
す
る
こ
と
は
で
き
な

④

い
は
ず
。
芥
川
は
単
に
古
典
の
空
白
な
行
間
を
埋
め
た
に
す
ぎ
な
い
の
だ
。

姫
君

の
虚

無
的
な
心
情

が
、

文
字

で
は

描
か

れ

て
は

い
な

い
が

、

原
話

の
行

間

に
こ
め
ら

れ

て

い
る
と

の
長
野

氏

の
見
解

は
そ

の
ま

ゝ
肯
定

さ

れ

得

る
も

の
で

あ

ろ
う

。
し
か

し

、
芥
川

が

そ
れ
を

明
確

に
描

出
し

た

こ
と

に
、
進

藤
氏

の
如

く

、
芥

川
自
身

の
内

面

の
反
映

を
み

る

の
も

ま

た
決

し

て
無
意

味

な

こ
、と

で

は
な

い
と
思

う
。

そ
れ

は
、
前

に
引
用

し
た

歴
史
小

説

に

つ
い

て

の
芥

川

の
考

え
方
か

ら
し

て
も

、
古

人

(
姫
君

)
と
今

人

(
⑤

芥

川

)
に
共

通

す
る

ヒ

ュ
ー

マ
ン
な
も

の
と

し

て

「
虚
無

的

な
人
生

観
」

が

あ
り

、

そ
れ
故

に
芥

川
が

『
今
昔

物

語
集
』

中

の
六

の
宮

の
姫
君

と

い

う

人
物
に
関

心
し

得

た

の
だ

と
考

え
ら

れ

る
か
ら
で

あ

る
。
確

か

に

こ
の

点

は
、

原
話

と
比
較

し

た
場

合
、

極
だ

っ
た
相

異
点

で

は
な

い
か
も

し
れ

な

い
が

、
し

か
し

『
六

の
宮

の
姫

君
』

の
自
立

性

を
問

題

に
す

る
上

で

は
、

そ
う
し

た
姫
君

の
心
情

に
対

す

る
芥
川

の
心

理
的
共

鳴

に

こ
の
作
品

の

モ

チ

ー

フ
が

う
か

ゞ
わ

れ
る
以

上
、

や
は

り
見

お
と
し

て
は
な
ら

な

い
点
で

あ

る
と

考

え
る
。

が
、

何
と

い

っ
て
も

、
原

話
と

比

べ
た
時
著

し

い
違

い
を
み

せ

て

い
る

(
3

)
、
(4

)

に

つ
い

て
の
考
察

が
急
が

れ

ね
ば

な
ら

な

い
だ

ろ

う
。
と

言

う

の
は
、

(
3

)

の
吟

味

に
お

い

て
、
(
1

)
、
(
2

)
に
あ
げ

た

姫
君

の

心
情

描

写
が
精

細

に

な

っ
て
い

る
と

の
こ
と

が
、

必
然
的

に
説

明
さ

れ

る

と

予
想

さ
れ

る
か

ら
で
あ

る
。

と

こ
ろ
で

(
3

)
、
(
4

)
の

二
点

を
み

る

に
、

(
4

)
は
、

原
話

に

は

ま

っ
た

く
な

い

「
内

記

の
上

人
」

の
条
以

外

は
、
す

な
わ
ち

姫
君

の
魂
が

迷

っ
て
い

る

こ
と

の
叙
述

は

(
3

)

に
含

ま

れ
る
問

題
で
あ

る

。
従

っ
て

(
4

)
と
し

て
検
討

し

な
け

れ
ば

な
ら
な

い
の
は
、
「
乞
食
法

師

」
が

実
は
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「
内

記

の
上
人

」
だ

っ
た

と
の
種

明
し

の
部
分

だ

け

に
な

る
。

そ

し

て

、

こ
の

「
乞

食
法
師

」
＝

「
内

記

の
上
人

」

の
関
係

が
、

姫
君

の
悲
劇

に
と

っ
て
何
ら

の
連

関
を

も

っ
て
い
る
と

は
考

え
ら

れ
な

い
。

こ
の
点

に
ふ
わ

た
先

学

の
見
解

を

引
用
し

て
み

る
と
、

「あ
れ
は
極
楽
も
地
獄
も
知
ら
ぬ
、
騎
甲
斐
な
い
女
の
魂
で
ご
ざ
る
。
御
仏
を
念

じ
て
お
や
り
な
さ
れ
。
」
と
、
乞
食
法
師
実
は
名
高
い
内
記
の
上
人
慶
滋
保
胤
に

い
わ
せ
て
い
る
の
は
、
冷
た
く
突

っ
ぱ
な
し
て
描
い
た
こ
の
ヒ
ロ
イ
ン

(女
主
人

公
)
に
対
す
る
せ
め
て
も
の
憐
偶
の
情
で
あ
ろ
う
。ー

.

短
編
小
説

の
結

末
と
し
て
、
見
た
目

に
は
気

の
利

い
た
幕
切

れ
だ
が
、
こ
ん
な
驚

き
の
た
あ

に
注

意
が
さ
ら
わ
れ

て
、
せ

っ
か

く
の
悲
劇

の
効

果
が
持

2
て
ゆ
か
れ

る
懸
念

が
あ

る
。

こ
れ
が
な
く

て
は
芥
川

の
創
作
が

な
く

な

っ
て
、
た
ん

に
古
典

を

現
代
文

に
焼

き
直
し
た
と

い
う
印
象
が

ぬ
ぐ

え
な
い
。
内

記
の
上
人
は
作
者

の

代
弁
者

の
役
を
担
わ

せ
ら
れ
て

い
る
わ
け
だ
が
、
そ

の
突
如
と
し
た

登
場

で
解
説

の
舌
を
振
う

の
は
、
何
と

い

っ
て
も

木
に
竹

を

つ
い
だ
感
じ
を
脱
し
得
な

い
。
ー

中
略
1

と
も
す

れ
ば
感
傷

に
流
れ
易
い
こ
の
題
材
に
理
智
的
な
し
め
く
く
り
を

つ
け
よ
う
と
し

た
ら
し

い
が
1

中
略
=

私
は
む
し
ろ

こ
の
場
面
は
な

い
方
が

よ
い
と
思
う
・
⑦

と

、
作
者

の
心

情
か

ら
と

す

る
に
し

ろ
、

理
知

か

ら
と

す
る

に
し

ろ
、
「
内

記

の
上
人
」

が

こ

の
作

品

に
占

め

る
位
置

を
積
極

的

に
認
め

よ

う
と
は

し

て
お
ら

れ

な

い
。

確
か

に

「
内

記

の
上
人

」
は

姫
君

の
悲
劇

に
何
ら
関
与

す

る
も

の
で

は

な

い
の
で
あ

っ
て
、
「
理
智
的

な

し
め

く
く

り
」

と
し

て

の

方

法

論
的
な

必
然

性

し
か
も

っ
て
い
な

い
と
言

い
得

よ
う

。
し

か
し

、
基

本
的

な
性
格

と

し

で
仏
教
説

話
で
あ

る

原
話
か

ら
、
こ
の

一
条

の
あ

る

こ
と

に
よ

っ
て
近
代

の
短

篇
小
説

と
し

て
の
形
式
的

充

足
が

な
さ
れ

て
い
る
=

内

容

的

に
は

「
木

に
竹
を

つ
い
だ
感
じ

」

の
失
敗
で

は
あ

っ
て
も
ー

そ

の
意
味

で

『
六

の
宮

の
姫

君
』

の
自
立

性

の

一
項

と
し

て
認

め

て
お
き

た

い
と

思
う

。

-

、

最

後

に

(3

)
の
考
察

に

は

い
る
と
し

ょ
う
。

原
話

で
は

、
夫

と
再

会

し

た
感
動

の
中

に

「
堪

へ
難
く

や
あ

り
け

む
、

即
ち
絶

え
入

り

て
失
せ

に

け

り
」
と

姫
君

が

そ

の
哀

れ

な
生
涯

を
閉
じ

、

夫
が
出

家
す

る

こ

と
を

述

べ
て
結
び

と
し

て

い
る
。

こ
の
部
分

を
芥

川
は

、
少
し

長
き

に
す

ぎ

る
が

煩

を
厭
わ

ず
引

用
し

て
み
る

と
、
次

の

よ
う

に
敷
術

し

て
い
る
。

男
は
こ
の
聲
を
聞
い
た
時
、
思
は
ず
姫
君
の
名
前
を
呼
ん
だ
。
姫
君
は
さ
す
が
に

枕
を
起
し
た
。が
、
男
を
見
る
が
早
い
か
、
何
か
か
す
か
に
叫
ん
だ
き
り
、
又
莚
の

上

に
傭
伏
し
て
し
ま

っ
た
。
尼
は
「

あ

の
忠

實
な
乳
母
は
、
其

威

へ
飛

び

こ
ん

だ
男
と

一
し

ょ
に
、
慌
て

て
姫
君
を
抱
き
起
し
た
。
し
か
し
抱
き
起
し

た
顔
を

見

る
と
、
乳
母

は
勿
論

男
さ

へ
も
、

一
層
慌

て
ず

に
は
ゐ
ら
れ
な
か

っ
た

。

乳
母
は
ま

る
で
氣
の
狂

っ
た
や
う

に
、
乞
食
法
師

の
も
之

へ
走
り
寄

っ
た
。
さ

う
し

て
、
臨
終

の
姫
君

の
為

に
何
な
り
と
も
鰹
を

讃
ん
で

く
れ
と
云

っ
た
。
法
師

は
乳
母

の
望

み
通
り
、
姫
君

の
枕
も
と

へ
座
を
占
め
た
。
が

、
鰹
文

を
讃
訥
す
る

代
り

に
、

姫
君

へ
か
う
言
葉
を
か
け
た
。

「
往
生
は

人
手

に
出
来
る
も

の
で
は
ご
ざ
ら

ぬ
。
唯
御
自
身
怠
ら

ず
に
阿
彌
陀
佛

の
御
名
を

お
唱

へ
な
さ
れ
。
」

姫
君

は
男
に
抱
か
れ
た
儘

、
細
ぼ

そ
と
佛
名
を

唱

へ
出

し
た
。

と
思
ふ
と
恐
し

さ

う
に
、
ち

っ
と
門

の
天
井
を
見

つ
め
た
。

「あ

れ
、
あ

そ
こ
に
火

の
燃
え
る
車
が

。
…
…
」

「
そ

の
や
う
な
物

に
お
恐

れ
な
さ
る
な
。
御
佛
さ

へ
念
ず
れ
ば
よ
ろ
し
う
ご
ざ

る

O

.

」法
師

は
や
や
聲

を
働
ま
し
た
。
す

る
と
姫
君

は
少
時

の
後

、
又
夢

う

つ
つ
の
や
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う

に
岐
き
出
し
た
。

「金
色

の
蓮
華
が
見

え
ま
す

る
。

天
蓋

の
や
う
に
大
き

い
蓮
華
が
。
…
…
…
」

法
師
は
何
か
云
は
う
と
し
た

。
が

、
今
度

は
そ
れ
よ
り
も
さ
き

に
、
姫
君

が
切

れ
切
れ
に

口
を
開

い
た
。

「蓮
華
は
も
う
見
え
ま

せ
ぬ
。

跡
に
は
唯
暗

い
中
に
、
風
ば
か
り
吹

い
て
居
り
ま

す
る
。
」

'

●

「
一
心
に
佛
名
を
御

唱

へ
な

さ
れ
。
な
ぜ

一
心

に
お
唱

へ
な
さ
ら

ぬ
?

」

法

師
は
殆
ど
叱

る
や

う
に
云

っ
た
。
が
、
姫
君
は
絶
え
入
り
さ

う
に
、
同
じ
事

を
繰

り
返
す
ば
か
り
だ

っ
た
。

「
何
も
、
ー

何
も
見

え
ま

せ
ぬ
。
暗

い
中
に
風
ば
か
り
、
1

冷
た

い
風
ば
か

り
吹
い
て
参
り
ま
す
る
。
」

男
や
乳
母
は
涙
を
呑
み
な
が
ら
、
口
の
内

に
彌
陀
を
念
じ
績
け
た
。
法
師
も
勿

論
合
掌
し
た
儘
、
姫
君
の
念
佛
を
扶
け
て
ゐ
た
。
さ
う
云
ふ
聲
の
雨
に
交
る
中
に
、

破
れ
莚
を
敷
い
た
姫
君
は
、
だ
ん
だ
ん
死
に
顔
に
愛
っ
て
行

っ
た
。

こ

ゝ
に

『
今

昔

物
語
本

朝

五
第

四
十
七

話

・
悪
業

を
造

る
人
、

最
後

に

念
佛

を

唱

へ
て
往
生

す

る
も

の
が

た
り
」

を

援

用
し

て
描
か

れ

て

い
る
姫

君

の
死

は
、
原

話

の
そ
れ
と

位
相

を

異

に
し

て
い

る
。
姫

君

の
死
を

長
野

氏
も

指
摘

さ

れ

る
如

く

、
地

獄

(
火

の
燃

え

る
車

)
と
極

楽

(
金
色

の
蓮

華

)
を
か

い
ま

見

さ

せ
な
が

ら
結

局
中

有

の
闇

に
沈

ん
で

い
く
姿

で
描

い

て
い
る

こ
と

に
は

、
単

に

「
や

や
精

し

く
」
描

か

れ

て
い

る
と

言
う

だ
け

で

は
不
十

分

な
、

芥
川

の

モ
チ
ー

フ
に
か

ゝ
わ

り

の
あ

る
内

容
が
あ

る
と

考

え
ら

れ
る

の
で

あ

る
。

こ

ゝ
に
は

、
姫

君

の
死

に

つ
い
て

の
芥

川

の
解

釈

の
表
白

が
あ

る

の
で

あ

っ
て
、
原

話
と

は

な
れ

た
芥

川

の
理

念

に
よ

る

姫
君

が
描

か

れ

て

い
る

の
で

あ

る
。
芥

川

は
乞

食

法

師
を

し

て

「
極
樂

も

地
獄

も
知

ら

ぬ
、

膓
甲

斐

な

い
女
」

と
姫

君

を
言

わ

し
め

て
い

る
が
、

そ

れ
は
他

で
も

な

く
、

芥

川
自

身

の
姫
君

の
理

解
で

あ

っ
た

わ

け

で

あ

る
。

六
の
宮
の
姫
君
の
如
き
を
憐
む
べ
し
と
致
し
候

(大
正
十

一
年
七
月
三
十
日
付
渡

邊
庫
輔
宛
書
簡
)

そ
の
短
編
の
中
に
意
氣
地
の
な
い
お
姫
様
を
罵

っ
て
ゐ
る
の
。
ま
あ
熱
烈
に
意
志

し
な
い
も
の
は
罪
人
よ
り
も
卑
し
い
と
示
ふ
ら
し
い
の
ね
。

(
『
文
放
古
」
大
正

十
三
年
四
月
コ

な
ど

の
言

葉

が
、

そ

う
し

た

芥

川

の
姫
君

理
解

を
裏

づ

け

て

い

る
と

い
え

よ

う
。
芥

川

は
、

原

話

に
、

六

の
宮

の
姫

君

の
死

ん
で

も

死

に
き

れ

ぬ
姿

を

見
た

の
で

あ

ろ
う

。
「
熱

烈

に
意

志

し
な

い
」
「
憐

れ

な
女

」
の
生

涯
を

、

原

話

の
よ

う

に
夫

と

の
再
会

と

い
う

一
つ
の
感

動

の
中

に
溶

解
し

て
し

ま

う

形
で

は

見

れ
な

か

っ
た

の
だ

。

感
動

の
中

に
も

浄
化

し

き

ら
な

い
残
余

未

練

の
存

在

を
姫

君

の
中

に
見

透

し

て

い
る

こ
と

が
、

姫
君

の
臨

終

を
中

有

の
姿

に
敷
術

し

た
主

因

で
あ

っ
た
と

思
わ

れ
る

。

そ
し

て
、

そ

の
点

に

お

い

て
芥
川

は
六

の
宮

の
姫

君
と

心

理
的

共
鳴

を

行

い
得

た

の
で

あ

る

こ

と

を
、

他

の
作

品
を

参

照

に
し

つ

ゝ
少

し

述

べ

て
お
き

た

い
。

大

正
六
年

十

月

二
十

日
か

ら
十

一
月

四
日
ま

で

、

『
大

阪
毎

日
新

聞

』

紙

上

に
連
載

し

た

『
戯
作

三
昧
』

に
お

い

て
、

芥

川

は

「
馬

琴

」

に

託
し

て
、
芸

術

に
た

ず

さ
わ

る
者

の
三
昧
境

を

見
事

に
描
き
出

し

て

い
る
。

「

馬
琴
」
が
ー

そ
れ
は
又
芥
川
自
身
で
も
あ
っ
た
わ
け
だ
が
ト
ー
芸
術
営

為

の
中

で
実
感

し

た

「
人

生
」

と

は

「
死

」

の
対

極

で
あ

り
、

そ

の
中

に

永
遠

を

内
包

す

る
瞬

間

即
永
遠

の
感

動
で

あ

っ
た

。

そ

の
よ
う

な
感

動

を

『
奉
教

人

の
死
』

(
大

正
七
年

九

月

『
三

田
文

学

』

)

の
中

で

、

芥
川

は

次

の
よ

う
に
描

い
て

い
る
。

=『



な
べ
て
人
の
世
の
尊
さ
は
、
何
も

の
に
も
換

へ
難

い
、
刹
那

の
感
動
に
極
る
も

の

ち

ゃ
。
暗
夜

の
海

に
も
讐

へ
よ
う
ず
煩
悩

心
の
空

に

一
波

を
あ
げ
て
、
未
出
ぬ
月

の
光
を
、
水

沫
の
中
に
捕

へ
て

こ
そ
、
生
き

て
甲
斐
あ

る
命
と
も
申

さ
う
ず
。

さ

ら

に

、

芥

川

の

「
自

傅

的

エ
キ

ス

」

と

い

わ

れ

る

遺

稿

『
或

阿

保

の

一
生

』

に

…
…

目
の
前
の
架
空
線
が

一
本
、
紫

い
ろ

の
火
花
を
壷
し

て
ゐ
た
。
彼
は
妙

に
感

動
し

た

ー

-中
略
ー

-架
空
線

は
不
棺
愛
鋭
い
火
花

を
放

っ
て
ゐ
た
。
彼
は
人

生
を

見
渡

し
て
も
、
何
も
特

に
欲
し

い
も

の
は
な
か

っ
た
。

が
、

こ
の
紫
色

の
火

花
だ

け
は
、
ー

凄

ま
じ
い
空
中

の
火
花
だ

け
は
命

と
取
り
換

へ
て
も

つ
か
ま

へ

た
か

っ
た
。

(八

火
花
)

と
記
し

て
い
る

の
も

、
ま
た

同
じ
感

動

を

「
紫

色

の
火
花

」
と

視
覚
化

し

た
も

の
と
考

え
ら

れ

る
。

そ
し

て

『
奉
教

人

の
死
』

の
後

の

『
じ

ゅ
り

あ

の

・
吉

助
』

(大

正

八
年
九

月

『新

小

説
』

)

『
尾
生

の
信
』

(同
九

年

一
月

『
中
央

文

學
』

)

『
往

生
給

巻
』

(
同

十
年

四
月

『
國
粋

』

)
な
ど

の
諸
作

品

に
も
、

そ
う
し

た

「
刹
那

の
感
動

」
ー

「
馬
琴
」

の
実
感

し

た

「
人

生

」
　

へ
に

じ

り

よ

り

な

が

ら

、

そ

の
対

極

で

あ

る

「
死

」

の

中

へ
沈

ん

で

い

く

主

人

公

達

が

描

か

れ

て

い

る

。

そ

し

て

『
尾

生

の

信

』

に

お

い

て

、

主

人

公

尾

生

の

死

を

述

べ

た

後

に

そ
れ
か
ら
幾
千
年
か
を
隔

て
た
後

、
こ
の
魂
は
無

数
の
流
縛
を
閲
し

て
、
又
生
を

じ
ん
か
ん

わ
た
し

人
間
に
託

さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な

っ
た
。

そ
れ
が
か
う
云
ふ
私

に
宿

っ
て
ゐ
る

魂

な
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
私
は

現
代

に
生

れ
は
し
た
が
、
何

一
つ
意
味

の
あ
る
仕

事

が
出
来
な

い
。
書
も
夜
も
漫
然
と
夢
み
が
ち

な
生
活

を
送
り
な
が
ら
、
唯
、
何

か
来

る

べ
き
不
可
思
議
な
も

の
ば
か

り
を

待

っ
て
ゐ
る
。
丁
度
あ

の
尾
生
が
薄
暮

の
橋

の
ト

に
、
永
久

に
来

な
い
憩

人
を
何
時
ま
で
も
待
ち

暮
し

た
や
う
に
。

と

付

言

し

て

い

る

こ

と

か

ら

も

少

く

と

も

理

念

の

上

で

は

、

「
刹

那

の

感

動

」

に
人
生
を

凝
縮

し

て
と

ら

え
る
観
点

が
芥

川
自

身

の
も

の
で
あ

っ
た

と

考

え
ら

れ

る
。

と

こ
ろ
が
、

大

正
十
年

三
月
か

ら
七

月

に
か

け

て

の

『
大

阪
毎

日
新

聞

』
海

外
視

察
員

と
し

て
の
支

那
旅

行
以
後

ぬ
芥

川

は
も

は
や

「
刹

那

の
感

動
」

と

そ
れ

に
殉

ず

る

人
物

を
描

く

こ
と
を

し
な

い

の
で

あ

る
。

そ
し

て

『
薮

の
中
』

(
大

正
十

一
年

一
月

『
新
潮

』

)

に
最
も
典

型
的

に
描
き
出

さ
れ

て
い
る
如

く

、
死

と

い
う
も

の
が

、
「
刹

那

の
感

動
」

に
密

着
す

る

そ

れ

の
よ
う

に

、
瞬
間

的
燃

焼
的

な

も

の
と
異

な

っ
て

、

「
中

有
」

と

い
う

概

念

に
要

約
し

得

る
時

間
的
幅

を
有

す

る
も

の
と
し

て
、
反

省
的

な
も

の

と

し
て
描

か
れ

る

こ
と

が
多

く
な

っ
て
い

る
。

『
薮

の
中

』

以
降

、

『
お
ぎ

ん
』

(
大
正
十

一
年
九
月

『
中

央

公
論

』

)

『
二
人
小

町
』

(
同
十

二
年

三
月

『
サ

ン
デ

ー
毎

日
』

)

『
白
』

(
同

十

二
年

八
月

『女

性

改
造

』

)

二

塊

の
土
』

(
同
十

三
年

一
月

『
新

潮

』

)

『
死
後

』

(同

十

四
年
九

月

『
改

造
』

)
な

ど

に
描
か

れ

て

い
嶺

の

は

「
中

有

」
と
し

て

の
死
、

生
と

の
関

係

に
お

い
て
相
対

的

な
死

、
反

省

的

に
省
察

さ
れ

て

い
る

死
な

ど
、

「
刹

那

の
感
動

」

と

は
ま

っ
た
く
結

合

し

得

な

い
も

の
で
あ

る

。

こ

の
期

の
芥

川

は
、
す
で

に

「
刹

那

の
感
動

」

と

し

て
の

「
人
生

」

に
懐
疑

を

憶

え
、

そ
う

し
た

「刹
那

の
感
動

」

に

よ

っ
て
も

燃
焼

し
き

ら

な

い
残
余

に
ま

で

、

そ

の
人
生

観

を
進

め

て
い

る
わ

け

で
あ

る
。

そ

の
よ

う
な

芥

川

の
内

的
変

化

に

つ
い

て
詳
細

に
検

討
す

る

紙

数

は
な

い
が

、
大

正
十

年
後

半

か
ら

大
正

十

一
年

に
か
け

て

の
時
期

が

芥

川

の
人
生

観
上

の

一
つ
の
曲
折

点
で

あ

っ
た
と

考

え
ら

れ
る

の
で

あ

ス
惣

以

上

の
如

く

、

『
六

の
宮

の
姫
君

』
執

筆
前

後

の
芥

川

の

一
転

遷
を

み

た

上
で

、
再
び

『
六

の
宮

の
姫
君

』

に
視

線

を
戻

し

て
み

る
。
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原

話

に
は
、

長

い
間
別
れ

て

い
た
夫
と

再
会

し
た

「
刹

那

の
感
動
」

に

「
堪

へ
難

く
や
あ

り

け
む
、

即
ち
絶

え
入

り

て
失
せ

に
け

り
」

と
、
姫

君

の
死
が
、

ま

っ
た
く

「
刹

那

の
感
動

」
的

に
語
ら

れ

て
い

る
。

そ
れ

に
も

か

ゝ
わ

ら
ず

、
芥

川
が

姫
君

の
臨
終

の
場

面
を

「
中

有
」

の
姿

に
敷
術

し
、

「
極

樂
も
地

獄
も

知
ら

ぬ
、

騎
甲
斐

な

い
女
」

の
死

と
し

て
精

し
く
描

い

て

い
る

こ
と

に
、

芥

川

の
姫
君

へ
の
関

心

の
仕

方
が

如
実

に
示

さ
れ

て

い

る
と
言

え

よ
う
。

姫
君

を

「
憐
む

べ
し

」
と
し

、
「
熱

烈

に
意
志

し
な

い
も

の
は
罪

人

よ
り
も

卑
し

い
」

と

の
理
念
か

ら
と

ら

え

て
い
る

こ
と

に
、
芥

川

の
姫

君
観

が
あ

っ
た

の
で

あ
り

、
そ

の

理
念

に

よ

っ
て

こ
そ
、

原
話

と

は
異
な

っ
た

姿

に
、

『
六

の
宮

の
姫
君
』

の
作
品
的

世

界
が

展
開

さ
れ

た

の
だ
と

考
え

る
。

従

っ
て
、

姫
君

の
生

涯
を

、
夫

と

の
再
会

と

い
う

「
刹

那

の
感

動
」

に

よ

っ
て
浄
化

し

た
哀

れ
な

一
生

と
み

る
な

ら
ば

、

そ
れ

は
原

話

に
も
十

分

・

描

か

れ

て
い
る

の
で

あ

っ
て
、

そ
れ
故

に
、
芥

川

の
作

品
と

し

て

の

『
六

の
宮

の
姫
君
』

の
自
立

性

に
は
疑

問

が
あ

り
、

最
初

に
引
用

し

た
、
吉

田

氏

や
長

野
氏

の
こ

の
作
品

に
付

す
る

評
価

に
止
ま

る
の
も

や
む

を

得
な

い
。

し
か

し
、

姫
君

の
生
き

方
を

「
騎
甲
斐

な

い
」
と

し
、
「
中
有

」

に
迷

う

が

如
き

「
罪
人

よ
り

も
卑

し

い
」

そ
れ

と
み

得

る
と

す

れ
ば

、

そ

こ
に

は

芥

川

に
よ

っ
て
、

創
造

さ

れ
た

と

は
言

え

な

い
ま
で

も

、
新

た

に
解

釈

さ

れ
た

姫
君
像

が
あ

る

の
で

あ

っ
て
、
「
死
ん
だ

っ
て
死

に
き

れ

ぬ
噸

乏

の
心

理
的
共

鳴
を

モ
チ

ー

フ
と
し
た

、

原
話

と

は
別

の
作
品

的

世
界

を

も

つ

『

六

の
宮

の
姫

君
』

が

そ

れ
独
自

の
自
立

性

を
も

っ
て
い

る
と
結

論

さ

れ

る
。

そ
し

て
、

こ

の
作

品

に
露

呈
さ

れ

て

い
る

、
心

情

的

に
共

鳴

す

る
も

の

か

ら
発
想

し

な
が

ら

そ

れ
を
敢

え

て
理
知

的

に
処

理

し

て
作
品

化

す

る
芥

川

の
創

作
態

度

の
行

詰
り

が

、
以

後

芥
川

が

「
保

吉

物

」

と

い
わ

れ

る
広

義

の
私
小

説

を

書
き

始

め

る

に
至

る
主
要

な

原
因

と

な

っ
て

い
る

と
考

え

ら
れ

、

さ
ら

に
は
彼

の
自
殺

に
も
少

な

か
ら

ぬ
関

係

を
も

っ
て
い

る

と
考

え
ら

れ

る
が

、

こ
の
稿

の
論
旨

に
直
接

の
関
係

を
も

た

な

い
と
考

え
ら

れ

る

の
で

省
略

し

た

い
。

堀
辰
雄

「
芥
川
龍

之
介
論
ー
藝
術
家
と
し

て
の
彼
を
論
ず

ー
」

(昭

.
4
)

室
生

犀
星

「
芥
川
龍
之
介

の
人
と
作

品
」

(昭

.
18
)

芥
川
が
参
照

し
た

「
今
昔
物
語
集
」

に

つ
い
て
は
、
長

野
堂
旦

氏

の
説

(
「古

典
と
近
代

作
家
=
芥
川
龍
之
介
」

(昭

・
42

)
)
に
従

っ
て
、
大

正

四
年
博

文

館
刊
行

の

「
校
註
国
文
叢
書

」
と
し
、
以
下

「今
昔

物
語
集
」
か

ら

の
引
用
は

同
書

に
よ

っ
て
い
る
。

「芥

川
龍

之
介
」

(昭

・
17
)
1

「
新
潮
文
庫
」
所
収

(昭

・
詔

)
に
よ

る
。

前
出

「
古
典
と
近
代
作

家
=
芥
川
龍
之
介
」

塩

田
良
平

「
芥
川
龍
之
介

』

(
「
学
燈
文
庫
」

(
昭

・
29

)
)

5
に
同
じ
。

長
野
堂
旦

氏

(
4

に
同
じ

)

一
進
歩
的
女
性

に
よ
る
芥
川
観
と

い
う

形
で

「
六
の
宮

の
姫
君
」

に
言
及
し
た

作
品
。

「僕

の
馬
琴
は
唯
僕

の
心
も
ち
を
描

か
む
爲

に
馬
琴
を
假
り
た

も
の
」

(大

正

十

一
年

一
月
十
九

日
付
渡
邊
庫
輔
宛
書
簡

)

森
本

修

「
芥
川
龍
之
介
伝
記
論
考
」

(昭

・
39
)
参
照
。

o

「
僕
の
神
纏
衰
弱

の
最
も
甚
し
か
り

し
は
大
正
十
年

の
年
末

な
り
。
…
…
十

岬

年
の
正
月
、
ふ
と
僕

に
會

ひ
て

「
死
相
が
あ
る
」
と
言

ひ
し

人
あ
り
し
が

、
ま

こ
と
に
そ
ん
な
顔

を
し
て
を
り
し
な
る

べ
し
。
」

(
『病
中
雑

記

二
」
)

o
書
斉
の
額
を

「我
鬼
窟

」
か
ら

「
澄
江
堂
」

に
変
え
た

(森
本

修

「
芥
川
龍

之

う一



介

伝
記
論
考

』

)

○

「芥

川
君

は
腹
下
し

の
あ
と
で
痛

々
し

い
程
、
痩

せ
衰
え
、
そ
し

て
非
常

に
神

経
質

に
見
え
た
。
:
・…
…
芥
川
君
は

三
年
間
程

私
が

全
く
小
説
を
書
か
な
か

っ

た
時
代

の
事

を
切
り
に
聞
き
た
が

っ
た
。

そ
し

て
自
身

そ
う
い
う
時
機

に
来

て

い
る
ら
し

い
口
吻
で

、
自
分

は
小
説

な
ど
書
け

る
人
間
で

は
な
い
の
だ
、
と
い

う
よ

う
な
事
を
云

っ
て
い
た
。
」

(志
賀
直
哉

『沓

掛
に
て
1
芥
川
君

の
こ
と

ー
』

(
昭

・
2

)
)

12

「死
後
』

(大
正
十

四
年
九
月

「改
造
』

)

▼

受
贈
雑

誌

昭
和

42
年

1
月

～

6
月

(そ

の

こ

国

語
と

国
文
学

1
～

7
月
、

国
語

国
文

2

～
5
月

、
国

文
学

解
釈
と

鑑
賞

1

～

7
月

、

国
文
学

解

釈
と
教

材

の
研
究

1
～

7
月
、

文
学

1

～
6
月
、

解
釈

12

～
5
月

、

国
学

院
雑

誌

10
～

4
月

、
学
苑

12

-
6
月

、
文
献

ジ

ャ

ー

ナ

ル
ー2

・
5

・
6
月

、

八
雲

4
月
、

白
路

12

-
3

・
5

・
6
月

、
日
米

フ

ォ
ー

ラ
ム
ー2

～
6
月

、
肇

国

12
～

6
月
、

成
城

文
芸

45

・
46
、
名
古

屋

大
学

国

語
国

文
学

19
、
学

習

院
大

学
国

語

国
文
学

会
誌

10
、

人
文
論

究

(

関

西
学

院
大
学

人
文

学
会

〉
17
巻

1

-
3

号
、
言

語
と

文
芸

49

～
51
、

文

学

語
学

42

-
44
、

一
橋
論

叢

12
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