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蜘
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芥
川
龍
之
介

　
　
　
　
　
　
　
　

一

あ
る
日
の
事
で
ご
ざ
い
ま
す
。
御お
し
ゃ
か
さ
ま

釈
迦
様
は
極
楽
の
蓮は
す
い
け池
の
ふ
ち
を
、
独
り
で
ぶ
ら
ぶ
ら

御
歩
き
に
な
っ
て
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
。
池
の
中
に
咲
い
て
い
る
蓮は
す

の
花
は
、
み
ん
な
玉

の
よ
う
に
ま
っ
白
で
、
そ
の
ま
ん
中
に
あ
る
金き
ん
い
ろ色
の
蕊ず
い

か
ら
は
、
何
と
も
云
え
な
い
好よ

い
匂
に
お
い

が
、
絶た
え
ま間

な
く
あ
た
り
へ
溢あ
ふ

れ
て
居
り
ま
す
。
極
楽
は
丁
度
朝
な
の
で
ご
ざ
い
ま
し
ょ
う
。

や
が
て
御
釈
迦
様
は
そ
の
池
の
ふ
ち
に
御お
た
た
ず佇
み
に
な
っ
て
、
水
の
面お
も
てを
蔽お
お

っ
て
い
る
蓮
の

葉
の
間
か
ら
、
ふ
と
下
の
容よ
う
す子
を
御
覧
に
な
り
ま
し
た
。
こ
の
極
楽
の
蓮
池
の
下
は
、
丁
度

地じ
ご
く獄
の
底
に
当
っ
て
居
り
ま
す
か
ら
、
水す
い
し
よ
う晶の
よ
う
な
水
を
透
き
徹
し
て
、
三さ
ん
ず途
の
河
や
針

の
山
の
景
色
が
、
丁
度
覗の
ぞ

き
眼め
が
ね鏡
を
見
る
よ
う
に
、
は
っ
き
り
と
見
え
る
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。

す
る
と
そ
の
地
獄
の
底
に
、　

陀
か
ん
だ
た多
と
云
う
男
が
一
人
、
ほ
か
の
罪
人
と
一
し
ょ
に
蠢う
ご
めい

て
い
る
姿
が
、
御
眼
に
止
ま
り
ま
し
た
。
こ
の　

陀
か
ん
だ
た多
と
云
う
男
は
、
人
を
殺
し
た
り
家
に

火
を
つ
け
た
り
、
い
ろ
い
ろ
悪
事
を
働
い
た
大
泥
坊
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
そ
れ
で
も
た
っ
た

一
つ
、
善
い
事
を
致
し
た
覚
え
が
ご
ざ
い
ま
す
。
と
申
し
ま
す
の
は
、
あ
る
時
こ
の
男
が
深

い
林
の
中
を
通
り
ま
す
と
、
小
さ
な
蜘く
も蛛
が
一
匹
、
路
ば
た
を
這は

っ
て
行
く
の
が
見
え
ま
し

た
。
そ
こ
で　

陀
多
は
早
速
足
を
挙
げ
て
、踏
み
殺
そ
う
と
致
し
ま
し
た
が
、「
い
や
、い
や
、

こ
れ
も
小
さ
い
な
が
ら
、
命
の
あ
る
も
の
に
違
い
な
い
。
そ
の
命
を
無む
や
み暗
に
と
る
と
云
う
事

「
蜘
蛛
の
糸
」
の
あ
ら
ま
し

こ
の
作
品
は
、
芥
川
龍
之
介
が
大
正

七
年
（
一
九
一
八
）、
雑
誌
「
赤
い
鳥
」

に
発
表
し
た
童
話
で
、
子
供
向
け
の

短
編
で
あ
る
。

主
人
公
の
カ
ン
ダ
タ
（   

陀
多
）
は
、

大
泥
棒
や
人
殺
し
な
ど
の
悪
事
を
重

ね
た
た
め
、
地
獄
に
落
と
さ
れ
た
。

し
か
し
一
度
だ
け
以
前
善
い
行
い
を

し
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
そ
れ
は
小
さ

な
蜘
蛛
を
助
け
た
こ
と
で
、
そ
の
た

め
お
釈
迦
さ
ま
は
、
地
獄
の
底
の
カ

ン
ダ
タ
を
極
楽
に
招
こ
う
と
、
一
本

の
蜘
蛛
の
糸
を
カ
ン
ダ
タ
に
向
け
て

下
し
た
。

カ
ン
ダ
タ
は
こ
の
糸
を
伝
っ
て
、
地

　

芥
川
龍
之
介
の
「
知
性
」

明
治
末
か
ら
大
正
に
入
る
と
、
日
本
文
学
は
西
欧
の
影
響
を

強
く
受
け
た
。
夏
目
漱
石
、
森
鴎
外
に
続
き
、
芥
川
龍
之
介
は
、

西
欧
文
学
の
影
響
下
で
、
教
養
主
義
を
基
盤
と
す
る
文
学
の
基
礎

を
築
い
た
。

芥
川
の
文
学
に
感
じ
ら
れ
る
「
知
性
」
の
香
り
は
、
彼
の
殆
ど
す

べ
て
の
作
品
に
あ
る
も
の
だ
が
、
漱
石
、
鴎
外
の
文
学
と
の
相
違
は
、

作
品
に
散
り
ば
め
ら
れ
た
、
繊
細
な
知
性
と
と
も
に
、
そ
の
対
極
と

な
る「
破
局
」が
同
居
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
芥
川
は
自
殺
に
よ
っ

て
、
才
能
に
溢
れ
た
文
筆
活
動
を
、
わ
づ
か
二
十
七
才
で
閉
じ
て
し

ま
っ
た
。
驚
く
べ
き
こ
と
に
、
自
ら
の
「
敗
北
」
に
つ
い
て
、
晩
年

の
作
品
の
中
に
書
き
留
め
て
い
る
が
、
そ
れ
ら
は
真
剣
な
告
白
で
あ

る
。
心
は
宗
教
に
向
か
っ
て
い
て
、
枕
元
に
は
聖
書
が
置
か
れ
て
い

た
と
い
う
。

芥
川
龍
之
介
は
初
期
の
歴
史
小
説
を
は
じ
め
と
し
て
、
新
鮮
な
素

材
を
我
が
国
の
古
典
に
求
め
、
し
か
も
西
欧
文
化
を
採
り
入
れ
て
、

多
く
の
短
編
、
エ
ッ
セ
イ
を
公
表
し
た
。「
羅
生
門
」、「
地
獄
変
」

な
ど
の
作
品
は
、
名
作
の
誉
れ
が
高
い
が
、
童
話
童
謡
雑
誌
「
赤
い

鳥
」
に
発
表
し
た
童
話
も
あ
る
。「
赤
い
鳥
」
の
創
刊
号
に
書
い
た

創
作
童
話
「
蜘
蛛
の
糸
」
や
、
同
じ
く
「
赤
い
鳥
」
に
掲
載
さ
れ
た

「
杜
子
春
」
は
、
人
生
を
深
く
考
え
さ
せ
る
テ
ー
マ
で
あ
り
な
が
ら
、

子
供
に
も
分
か
る
平
易
な
言
葉
で
書
か
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
を
読
み
、

芥
川
文
学
の
一
端
に
触
れ
て
み
よ
う
。

蓮 池 （不忍池）
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の
血
に
咽む
せ

び
な
が
ら
、
ま
る
で
死
に
か
か
っ
た
蛙か
わ
ずの
よ
う
に
、
た
だ
も
が
い
て
ば
か
り
居
り

ま
し
た
。

と
こ
ろ
が
あ
る
時
の
事
で
ご
ざ
い
ま
す
。
何な
に
げ気
な
く　

陀
多
が
頭
を
挙
げ
て
、
血
の
池

の
空
を
眺
め
ま
す
と
、
そ
の
ひ
っ
そ
り
と
し
た
暗
の
中
を
、
遠
い
遠
い
天
上
か
ら
、
銀
色
の

蜘く
も蛛
の
糸
が
、
ま
る
で
人
目
に
か
か
る
の
を
恐
れ
る
よ
う
に
、
一
す
じ
細
く
光
り
な
が
ら
、

す
る
す
る
と
自
分
の
上
へ
垂
れ
て
参
る
の
で
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
か
。　

陀
多
は
こ
れ
を
見
る

と
、
思
わ
ず
手
を
拍う

っ
て
喜
び
ま
し
た
。
こ
の
糸
に
縋す
が

り
つ
い
て
、
ど
こ
ま
で
も
の
ぼ
っ
て

行
け
ば
、
き
っ
と
地
獄
か
ら
ぬ
け
出
せ
る
の
に
相
違
ご
ざ
い
ま
せ
ん
。
い
や
、
う
ま
く
行
く

と
、
極
楽
へ
は
い
る
事
さ
え
も
出
来
ま
し
ょ
う
。
そ
う
す
れ
ば
、
も
う
針
の
山
へ
追
い
上
げ

ら
れ
る
事
も
な
く
な
れ
ば
、
血
の
池
に
沈
め
ら
れ
る
事
も
あ
る
筈
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
。

こ
う
思
い
ま
し
た
か
ら　

陀
か
ん
だ
た多
は
、
早
速
そ
の
蜘
蛛
の
糸
を
両
手
で
し
っ
か
り
と
つ
か
み

な
が
ら
、
一
生
懸
命
に
上
へ
上
へ
と
た
ぐ
り
の
ぼ
り
始
め
ま
し
た
。
元
よ
り
大
泥
坊
の
事
で

ご
ざ
い
ま
す
か
ら
、
こ
う
云
う
事
に
は
昔
か
ら
、
慣
れ
切
っ
て
い
る
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。

し
か
し
地
獄
と
極
楽
と
の
間
は
、
何
万
里
と
な
く
ご
ざ
い
ま
す
か
ら
、
い
く
ら
焦あ
せ

っ
て
見

た
所
で
、
容
易
に
上
へ
は
出
ら
れ
ま
せ
ん
。
や
や
し
ば
ら
く
の
ぼ
る
中う
ち

に
、
と
う
と
う　

陀

多
も
く
た
び
れ
て
、
も
う
一
た
ぐ
り
も
上
の
方
へ
は
の
ぼ
れ
な
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。

そ
こ
で
仕
方
が
ご
ざ
い
ま
せ
ん
か
ら
、
ま
ず
一
休
み
休
む
つ
も
り
で
、
糸
の
中
途
に
ぶ
ら
下

り
な
が
ら
、
遥
か
に
目
の
下
を
見
下
し
ま
し
た
。

す
る
と
、
一
生
懸
命
に
の
ぼ
っ
た
甲
斐
が
あ
っ
て
、
さ
っ
き
ま
で
自
分
が
い
た
血
の
池

は
、
今
で
は
も
う
暗
の
底
に
い
つ
の
間
に
か
か
く
れ
て
居
り
ま
す
。
そ
れ
か
ら
あ
の
ぼ
ん
や

と
い
う
「
蜘
蛛
の
糸
」
の
は
な
し
は
、

ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
の
小
説
、「
カ
ラ

マ
ゾ
フ
の
兄
弟
」
の
中
の
「
一
本
の

葱ね
ぎ

」
と
い
う
挿
話
か
ら
着
想
し
た
も

の
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
芥
川
の
作

品
は
奥
深
さ
を
も
っ
て
い
て
、
諸
外

国
語
に
翻
訳
さ
れ
、
日
本
を
代
表
す

る
名
作
と
し
て
知
ら
れ
る
よ
う
に
な

っ
て
い
る
。

「
赤
い
鳥
」

鈴
木
三
重
吉
が
、
大
正
七
年

（
一
九
一
八
）
に
創
刊
し
た
童
話
と
童

謡
の
児
童
向
け
の
雑
誌
で
、
近
代
の

児
童
文
学
の
創
世
期
に
大
き
な
役
割

を
果
た
し
た
。

鈴
木
三
重
吉
は
、
彼
の
目
か
ら
は
低

俗
に
見
え
る
、
政
府
主
導
の
唱
歌
や

説
話
に
対
し
て
、
も
っ
と
純
粋
な
子

供
の
世
界
の
話
、
歌
を
作
っ
て
世
に

広
め
る
こ
と
を
宣
言
し
、「
赤
い
鳥
」

は
、
い
く
ら
何
で
も
可
哀
そ
う
だ
。」
と
、
こ
う
急
に
思
い
返
し
て
、
と
う
と
う
そ
の
蜘
蛛

を
殺
さ
ず
に
助
け
て
や
っ
た
か
ら
で
ご
ざ
い
ま
す
。

御
釈
迦
様
は
地
獄
の
容
子
を
御
覧
に
な
り
な
が
ら
、
こ
の　

陀
多
に
は
蜘
蛛
を
助
け
た
事

が
あ
る
の
を
御
思
い
出
し
に
な
り
ま
し
た
。そ
う
し
て
そ
れ
だ
け
の
善
い
事
を
し
た
報む
く
いに

は
、

出
来
る
な
ら
、こ
の
男
を
地
獄
か
ら
救
い
出
し
て
や
ろ
う
と
御
考
え
に
な
り
ま
し
た
。
幸
い
、

側
を
見
ま
す
と
、
翡ひ
す
い翠

の
よ
う
な
色
を
し
た
蓮
の
葉
の
上
に
、
極
楽
の
蜘
蛛
が
一
匹
、
美
し

い
銀
色
の
糸
を
か
け
て
居
り
ま
す
。
御
釈
迦
様
は
そ
の
蜘
蛛
の
糸
を
そ
っ
と
御
手
に
御
取
り

に
な
っ
て
、
玉
の
よ
う
な
白し
ら
は
す蓮
の
間
か
ら
、
遥
か
下
に
あ
る
地
獄
の
底
へ
、
ま
っ
す
ぐ
に
そ

れ
を
御
下お
ろ

し
な
さ
い
ま
し
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　

二

こ
ち
ら
は
地
獄
の
底
の
血
の
池
で
、
ほ
か
の
罪
人
と
一
し
ょ
に
、
浮
い
た
り
沈
ん
だ
り
し

て
い
た　

陀
か
ん
だ
た多
で
ご
ざ
い
ま
す
。
何
し
ろ
ど
ち
ら
を
見
て
も
、
ま
っ
暗
で
、
た
ま
に
そ
の
く

ら
暗
か
ら
ぼ
ん
や
り
浮
き
上
っ
て
い
る
も
の
が
あ
る
と
思
い
ま
す
と
、
そ
れ
は
恐
し
い
針
の

山
の
針
が
光
る
の
で
ご
ざ
い
ま
す
か
ら
、
そ
の
心
細
さ
と
云
っ
た
ら
ご
ざ
い
ま
せ
ん
。
そ
の

上
あ
た
り
は
墓
の
中
の
よ
う
に
し
ん
と
静
ま
り
返
っ
て
、た
ま
に
聞
え
る
も
の
と
云
っ
て
は
、

た
だ
罪
人
が
つ
く
微か
す
かな
嘆た
ん
そ
く息
ば
か
り
で
ご
ざ
い
ま
す
。
こ
れ
は
こ
こ
へ
落
ち
て
来
る
ほ
ど
の

人
間
は
、
も
う
さ
ま
ざ
ま
な
地
獄
の
責せ
め
く苦
に
疲
れ
は
て
て
、
泣
声
を
出
す
力
さ
え
な
く
な
っ

て
い
る
の
で
ご
ざ
い
ま
し
ょ
う
。
で
す
か
ら
さ
す
が
大
泥
坊
の　

陀
多
も
、
や
は
り
血
の
池

獄
か
ら
何
万
里
も
上
に
あ
る
極
楽
に

向
っ
て
登
り
始
め
た
。
と
こ
ろ
が
糸

を
伝
っ
て
登
っ
て
い
る
途
中
で
、
カ

ン
ダ
タ
が
ふ
と
下
を
見
下
ろ
す
と
、

多
く
の
罪
人
達
が
自
分
の
あ
と
を
つ

け
て
く
る
で
は
な
い
か
。

こ
の
ま
ま
で
は
糸
は
重
さ
に
よ
っ
て

切
れ
、
皆
落
ち
て
し
ま
う
と
思
っ
た

カ
ン
ダ
タ
は
、「
こ
の
蜘
蛛
の
糸
は
俺

の
も
の
だ
ぞ
、
お
前
た
ち
は
一
体
誰

に
聞
い
て
登
っ
て
き
た
の
だ
。
下
り

ろ
。
下
り
ろ
」
と
わ
め
い
た
の
で
す
。

そ
の
次
の
瞬
間
、
蜘
蛛
の
糸
は
、
カ

ン
ダ
タ
の
ぶ
ら
下
が
っ
て
い
る
所
か

ら
切
れ
て
し
ま
い
、
カ
ン
ダ
タ
は
再

び
地
獄
に
落
ち
て
し
ま
っ
た
。

お
釈
迦
さ
ま
は
極
楽
か
ら
一
部
始
終

を
ご
覧
に
な
っ
て
い
た
。
自
分
だ
け

地
獄
か
ら
抜
け
出
そ
う
と
す
る
カ
ン

ダ
タ
の
無
慈
悲
な
心
が
お
釈
迦
さ
ま

に
は
浅
ま
し
く
思
わ
れ
た
に
違
い
あ

り
ま
せ
ん
。

「
自
分
だ
け
良
け
れ
ば
い
い
・
・
・
」
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ら
下
っ
て
い
る
所
か
ら
、
ぷ
つ
り
と
音
を
立
て
て
断き

れ
ま
し
た
。
で
す
か
ら　

陀
多
も
た
ま

り
ま
せ
ん
。
あ
っ
と
云
う
間ま

も
な
く
風
を
切
っ
て
、
独こ
ま楽
の
よ
う
に
く
る
く
る
ま
わ
り
な
が

ら
、
見
る
見
る
中
に
暗
の
底
へ
、
ま
っ
さ
か
さ
ま
に
落
ち
て
し
ま
い
ま
し
た
。

後
に
は
た
だ
極
楽
の
蜘
蛛
の
糸
が
、
き
ら
き
ら
と
細
く
光
り
な
が
ら
、
月
も
星
も
な
い
空

の
中
途
に
、
短
く
垂
れ
て
い
る
ば
か
り
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　

三

御お
し
ゃ
か
さ
ま

釈
迦
様
は
極
楽
の
蓮は
す
い
け池

の
ふ
ち
に
立
っ
て
、
こ
の
一
部
始し
じ
ゅ
う終

を
じ
っ
と
見
て
い
ら
っ

し
ゃ
い
ま
し
た
が
、や
が
て　

陀
か
ん
だ
た多
が
血
の
池
の
底
へ
石
の
よ
う
に
沈
ん
で
し
ま
い
ま
す
と
、

悲
し
そ
う
な
御
顔
を
な
さ
り
な
が
ら
、
ま
た
ぶ
ら
ぶ
ら
御
歩
き
に
な
り
始
め
ま
し
た
。
自
分

ば
か
り
地
獄
か
ら
ぬ
け
出
そ
う
と
す
る
、　

陀
多
の
無
慈
悲
な
心
が
、
そ
う
し
て
そ
の
心
相

当
な
罰
を
う
け
て
、
元
の
地
獄
へ
落
ち
て
し
ま
っ
た
の
が
、
御
釈
迦
様
の
御
目
か
ら
見
る
と
、

浅
間
し
く
思
召
さ
れ
た
の
で
ご
ざ
い
ま
し
ょ
う
。

し
か
し
極
楽
の
蓮
池
の
蓮
は
、
少
し
も
そ
ん
な
事
に
は
頓
と
ん
じ
ゃ
く着
致
し
ま
せ
ん
。
そ
の
玉
の
よ

う
な
白
い
花
は
、
御
釈
迦
様
の
御お
み
あ
し足
の
ま
わ
り
に
、
ゆ
ら
ゆ
ら
萼う
て
なを
動
か
し
て
、
そ
の
ま
ん

中
に
あ
る
金
色
の
蕊ず
い

か
ら
は
、
何
と
も
云
え
な
い
好よ

い
匂
が
、
絶た
え
ま間
な
く
あ
た
り
へ
溢あ
ふ

れ
て

居
り
ま
す
。
極
楽
も
も
う
午ひ
る

に
近
く
な
っ
た
の
で
ご
ざ
い
ま
し
ょ
う
。

（
大
正
七
年
四
月
十
六
日
）

り
光
っ
て
い
る
恐
し
い
針
の
山
も
、
足
の
下
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
こ
の
分
で
の
ぼ
っ

て
行
け
ば
、
地
獄
か
ら
ぬ
け
出
す
の
も
、
存
外
わ
け
が
な
い
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。　

陀
多
は

両
手
を
蜘
蛛
の
糸
に
か
ら
み
な
が
ら
、こ
こ
へ
来
て
か
ら
何
年
に
も
出
し
た
事
の
な
い
声
で
、

「
し
め
た
。
し
め
た
。」
と
笑
い
ま
し
た
。
と
こ
ろ
が
ふ
と
気
が
つ
き
ま
す
と
、
蜘
蛛
の
糸
の

下
の
方
に
は
、
数か
ず
か
ぎ
り限も
な
い
罪
人
た
ち
が
、
自
分
の
の
ぼ
っ
た
後
を
つ
け
て
、
ま
る
で
蟻あ
り

の

行
列
の
よ
う
に
、
や
は
り
上
へ
上
へ
一
心
に
よ
じ
の
ぼ
っ
て
来
る
で
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
か
。

　

陀
多
は
こ
れ
を
見
る
と
、
驚
い
た
の
と
恐
し
い
の
と
で
、
し
ば
ら
く
は
た
だ
、
莫ば
か迦
の
よ

う
に
大
き
な
口
を
開あ

い
た
ま
ま
、
眼
ば
か
り
動
か
し
て
居
り
ま
し
た
。
自
分
一
人
で
さ
え
断き

れ
そ
う
な
、
こ
の
細
い
蜘
蛛
の
糸
が
、
ど
う
し
て
あ
れ
だ
け
の
人に
ん
ず数
の
重
み
に
堪
え
る
事
が

出
来
ま
し
ょ
う
。
も
し
万
一
途
中
で
断き

れ
た
と
致
し
ま
し
た
ら
、
折
角
こ
こ
へ
ま
で
の
ぼ
っ

て
来
た
こ
の
肝か
ん
じ
ん腎
な
自
分
ま
で
も
、
元
の
地
獄
へ
逆さ
か
お
と落
し
に
落
ち
て
し
ま
わ
な
け
れ
ば
な
り

ま
せ
ん
。
そ
ん
な
事
が
あ
っ
た
ら
、
大
変
で
ご
ざ
い
ま
す
。
が
、
そ
う
云
う
中
に
も
、
罪
人

た
ち
は
何
百
と
な
く
何
千
と
な
く
、
ま
っ
暗
な
血
の
池
の
底
か
ら
、
う
よ
う
よ
と
這は

い
上
っ

て
、
細
く
光
っ
て
い
る
蜘
蛛
の
糸
を
、
一
列
に
な
り
な
が
ら
、
せ
っ
せ
と
の
ぼ
っ
て
参
り
ま

す
。
今
の
中
に
ど
う
か
し
な
け
れ
ば
、
糸
は
ま
ん
中
か
ら
二
つ
に
断
れ
て
、
落
ち
て
し
ま
う

の
に
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。

そ
こ
で　

陀
多
は
大
き
な
声
を
出
し
て
、「
こ
ら
、
罪
人
ど
も
。
こ
の
蜘
蛛
の
糸
は
己お
れ

の

も
の
だ
ぞ
。
お
前
た
ち
は
一
体
誰
に
尋き

い
て
、
の
ぼ
っ
て
来
た
。
下
り
ろ
。
下
り
ろ
。」
と

喚わ
め

き
ま
し
た
。

そ
の
途
端
で
ご
ざ
い
ま
す
。
今
ま
で
何
と
も
な
か
っ
た
蜘
蛛
の
糸
が
、
急
に　

陀
多
の
ぶ

を
創
刊
し
た
。
創
刊
号
に
は
、
芥
川

龍
之
介
の
ほ
か
、有
島
武
郎
、泉
鏡
花
、

北
原
白
秋
、
高
浜
虚
子
、
徳
田
秋
声

ら
が
賛
同
し
、
そ
の
後
菊
池
寛
、
西

条
八
十
、
谷
崎
潤
一
郎
、
三
木
露
風

ら
が
作
品
を
寄
稿
し
た
。

芥
川
龍
之
介
の
「
蜘
蛛
の
糸
」「
杜
子

春
」、
有
島
武
郎
の
「
一
房
の
葡
萄
」、

鈴
木
三
重
吉
の
「
お
馬
」、
北
原
白
秋

の
「
か
ら
た
ち
の
花
」、
西
条
八
十
の

「
か
な
り
あ
」
な
ど
が
掲
載
さ
れ
た
。

昭
和
五
十
九
年
（
一
九
八
四
）、
日
本

童
謡
協
会
は
、「
赤
い
鳥
」
が
創
刊
さ

れ
た
七
月
一
日
を
「
童
謡
の
日
」
と

定
め
た
。


