
萩
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当
会
の
Ｋ
さ
ん
の
エ
ッ
セ
イ
で
「
室
生
犀
星
・
萩
原
朔
太
郎
の
交
友
」
企
画
展
を
知
っ
た
。
彼
ら

が
一
時
住
ん
で
い
た
田
端
の
街
、
そ
の
駅
近
く
の
田
端
文
士
村
記
念
館
で
開
催
中
と
の
こ
と
、
早
速

で
か
け
た
。 

企
画
展
は
二
人
の
交
友
を
中
心
に
、
さ
ら
に
芥
川
竜
之
介
と
の
交
際
な
ど
を
大
パ
ネ
ル
で
紹
介
、

Ｋ
さ
ん
が
記
す
通
り
な
か
な
か
の
味
わ
い
で
あ
っ
た
。 

 

こ
の
中
、
萩
原
朔
太
郎
は
口
語
体
に
よ
る
自
由
詩
を
確
立
し
、
叙
情
詩
の
頂
点
と
さ
れ
る
詩
人
で

あ
る
。
と
こ
ろ
が
同
じ
詩
歌
で
も
例
え
ば
俳
句
の
子
規
や
虚
子
、
短
歌
の
左
千
夫
や
茂
吉
ほ
ど
に
は

人
口
に
膾
炙
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
だ
。 

理
由
の
一
つ
は
、
万
葉
の
昔
か
ら
続
く
七
五
調
（
五
七
調
）
が
明
治
以
降
も
愛
さ
れ
続
け
て
い
る

こ
と
に
あ
る
。
俳
句
・
短
歌
だ
け
で
な
く
、
藤
村
の
「
小
諸
な
る
古
城
の
ほ
と
り…
…

」
、
晩
翠
の

「
春
高
楼
の
花
の
宴…

…

」
を
始
め
、
そ
の
後
の
詩
、
童
謡
、
唱
歌
、
軍
歌
、
演
歌
、
標
語
ま
で
、
多

く
は
七
五
調
が
ベ
ー
ス
で
あ
る
。
し
か
も
文
語
表
現
で
調
べ
を
す
っ
き
り
整
え
て
い
る
。
詩
を
美
し

く
謳
い
上
げ
る
こ
と
に
主
眼
が
あ
り
覚
え
や
す
い
。
近
代
人
の
内
面
の
心
理
や
懊
悩
を
見
つ
め
掘
り

下
げ
る
こ
と
は
二
の
次
に
さ
れ
た
。 

 

朔
太
郎
は
こ
れ
に
対
し
、
口
語
で
謳
い
、
七
五
調
に
囚
わ
れ
な
い
自
由
律
で
独
自
の
世
界
を
切
り

拓
い
た
。
彼
の
謳
う
も
の
は
自
分
自
身
の
苦
悩
や
さ
び
し
さ
で
あ
り
、
忍
び
よ
る
狂
気
で
あ
っ
た
。

代
表
詩
集
の
「
月
に
吠
え
る
」
「
青
猫
」
か
ら
晩
年
の
「
氷
島
」
に
至
る
ま
で
、
そ
の
姿
勢
は
変
わ

ら
な
い
。
初
期
の
「
夜
汽
車
」
「
旅
上
」
の
よ
う
な
瑞
々
し
い
作
品
を
別
に
す
る
と
、
一
貫
し
て
重

苦
し
さ
の
中
に
不
思
議
な
韻
律
の
世
界
が
現
れ
る
。
ま
た
複
数
の
視
点
か
ら
構
成
さ
れ
、
立
体
派
の

絵
画
を
み
る
よ
う
で
も
あ
る
。
そ
れ
ま
で
の
感
傷
的
な
気
分
の
叙
情
詩
と
は
異
な
る
世
界
で
あ
る
。 

 

こ
の
よ
う
な
厳
し
い
詩
の
世
界
を
嫌
っ
て
か
、
詩
人
の
多
く
は
散
文
の
世
界
に
移
っ
て
い
っ
た
。

朔
太
郎
を
頂
点
に
そ
の
後
の
詩
壇
は
下
り
坂
と
な
る
。
叙
情
詩
で
気
を
吐
い
た
の
は
三
好
達
治
、
伊

東
静
雄
く
ら
い
か
。
時
代
は
軍
国
詩
と
そ
れ
に
対
抗
す
る
労
働
詩
に
傾
斜
す
る
。
叙
情
詩
の
世
界
が

も
ど
る
の
は
大
岡
信
、
谷
川
俊
太
郎
ら
の
登
場
を
待
た
ね
ば
な
ら
な
い
。 


