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夏
目
先
生
が
未
だ
創
作
家
と
し
て
の
先
生
自
身
を
自
覚
し
な
い

前
に
︑
そ
の
先
生
の
中
の
創
作
家
は
何
処
か
の
隙
間
を
求
め
て
そ

の
創
作
に
対
す
る
情
熱
の
発
露
を
求
め
て
居
た
も
の
の
よ
う
に
思

わ
れ
る
︒
そ
の
発
露
の
恰
好
な
一
つ
の
創
作
形
式
と
し
て
選
ば
れ

た
の
が
漢
詩
と
俳
句
で
あ
っ
た
︒
云
わ
ば
遠
か
ら
ず
爆
発
し
よ
う

と
す
る
火
山
の
活
動
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
僅
に
小
噴
気
口
の
噴
烟
や

微
弱
な
局
部
地
震
と
な
っ
て
現
わ
れ
て
居
た
よ
う
な
も
の
で
あ
っ

た
︒
そ
れ
に
し
て
も
そ
の
為
に
俳
句
や
漢
詩
の
形
式
が
選
ば
れ
た
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と
い
う
事
は
勿
論
偶
然
で
は
な
か
っ
た
に
相
違
な
い
︒
先
生
の
自

然
観
人
世
観
が
始
め
か
ら
多
分
に
俳
句
漢
詩
の
そ
れ
と
共
通
な
も

の
を
含
ん
で
い
た
事
は
明
で
あ
る
が
︑
併
し
又
先
生
が
俳
句
漢
詩

し
か

を
や
っ
た
事
が
先
生
の
自
然
観
人
世
観
に
可
也
の
反
作
用
を
及
ぼ

か
な
り

し
た
で
あ
ろ
う
と
い
う
事
も
当
然
な
事
で
あ
ろ
う
︒
兎
も
角
も
先

と

か
く

生
の
晩
年
の
作
品
を
見
る
場
合
に
こ
の
初
期
の
俳
句
や
詩
を
背
景

に
置
い
て
見
な
け
れ
ば
本
当
の
事
は
分
ら
な
い
で
は
な
い
か
と
思

う
事
が
い
ろ
い
ろ
あ
る
︒
少
く
も
晩
年
の
作
品
の
中
に
現
わ
れ
て

居
る
色
々
の
も
の
の
胚
子
が
こ
の
短
い
詩
形
の
中
に
多
分
に
含
ま

れ
て
居
る
事
だ
け
は
確
実
で
あ
る
︒
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俳
句
と
は
如
何
な
る
も
の
か
と
い
う
問
に
対
し
て
先
生
の
云
っ

い

か

た
言
葉
の
う
ち
に
︑
俳
句
は
レ
ト
リ
ッ
ク
の
エ
ッ
セ
ン
ス
で
あ
る

と
い
う
意
味
の
事
を
云
わ
れ
た
事
が
あ
る
︒
そ
う
い
う
意
味
で
の

俳
句
で
鍛
え
上
げ
た
先
生
の
文
章
が
元
来
力
強
く
美
し
い
上
に
更

に
力
強
く
美
し
く
な
っ
た
の
も
当
然
で
あ
ろ
う
︒
又
逆
に
あ
の
よ

う
な
文
章
を
作
っ
た
人
の
俳
句
や
詩
が
立
派
で
あ
る
の
は
当
然
だ

と
も
云
わ
れ
よ
う
︒
実
際
先
生
の
よ
う
な
句
を
作
り
得
る
人
で
な

け
れ
ば
先
生
の
よ
う
な
作
品
は
出
来
そ
う
も
な
い
し
︑
あ
れ
だ
け

の
作
品
を
作
り
得
る
人
で
な
け
れ
ば
あ
の
よ
う
な
句
は
作
れ
そ
う

も
な
い
︒
後
に
﹁
草
枕
﹂
の
モ
ニ
ュ
ー
メ
ン
ト
を
築
き
上
げ
た
巨
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匠
の
鑿
の
す
さ
び
に
彫
ん
だ
小
品
を
こ
の
集
に
見
る
事
が
出
来

の
み

る
︒先

生
の
俳
句
を
年
代
順
に
見
て
行
く
と
︑
先
生
の
心
持
と
い
っ

た
よ
う
な
も
の
の
推
移
し
て
行
っ
た
迹
が
最
も
よ
く
追
跡
さ
れ
る

あ
と

よ
う
な
気
が
す
る
︒
人
に
読
ま
せ
る
為
の
創
作
意
識
の
最
も
稀
薄

な
俳
句
に
於
て
比
較
的
自
然
な
心
持
が
反
映
し
て
居
る
の
で
あ
ろ

う
︒
例
え
ば
修
善
寺
に
於
け
る
大
患
以
前
の
句
と
以
後
の
句
と
の

間
に
存
す
る
大
き
な
距
離
が
特
別
に
目
立
つ
︑
そ
れ
だ
け
で
も
覗

っ
て
み
る
事
は
先
生
の
読
者
に
と
っ
て
可
也
重
要
な
事
で
あ
ろ
う

か
な
り

か
と
思
わ
れ
る
︒
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色
々
の
理
由
か
ら
私
は
先
生
の
愛
読
者
が
必
ず
少
く
も
こ
の
俳

句
集
を
十
分
に
味
わ
っ
て
み
る
事
を
望
む
も
の
で
あ
る
︒
先
生
の

俳
句
を
味
う
事
な
し
に
先
生
の
作
物
の
包
有
す
る
世
界
の
諸
相
を

さ
く
ぶ
つ

眺
め
る
事
は
不
可
能
な
よ
う
に
思
わ
れ
る
︒
又
先
生
の
作
品
を
分

析
的
に
研
究
し
よ
う
と
企
て
る
人
が
あ
ら
ば
そ
の
人
は
矢
張
充
分

綿
密
に
先
生
の
俳
句
を
研
究
し
て
か
か
る
事
が
必
要
で
あ
ろ
う
と

思
う
︒

︵﹃
漱
石
全
集
﹄︵
昭
和
三
年
版
︶
月
報
第
三
号
︵
昭
和
三
年
五
月
︶








	表　紙
	夏目先生の俳句と漢詩
	奥　付

