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之
介
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正
続
「
西
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の
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造

形
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」

は
じ
め
に
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昭
和
二
年
七
月
二
十
四
日
、
芥
川
龍
之
介
は
自
殺
を
遂
げ
た
。
そ
の
事
実

を
伝
え
た
当
時
の
新
聞
の
見
出
し
に
は
、
次
の
よ
う
な
も
の
も
あ
っ
た
。
「
芥

川
龍
之
介
氏
/
劇
薬
自
殺
を
遂
ぐ
(
略
)
聖
書
を
読
み
つ
』
最
後
の
床
へ
」
〈
昭

和
二
・
七
・
二
五
『
東
京
朝
日
新
聞
』
)
。
聖
書
を
読
み
な
が
ら
キ
リ
ス
ト
教

を
心
の
拠
り
所
に
し
て
芥
川
は
死
を
む
か
え
た
、
そ
う
考
え
ら
れ
で
も
状
況

か
ら
し
て
仕
方
の
な
い
こ
と
だ
ろ
う
か
。

「
西
方
の
人
」
(
昭
和
二
・
八
『
改
造
』
)
・
「
続
西
方
の
人
」
(
昭
和
二
・

九
『
改
造
』
)
は
、
と
も
に
新
約
聖
書
に
素
材
を
求
め
た
評
論
で
あ
る
。
特
に

後
者
は
芥
川
が
死
の
直
前
ま
で
執
筆
し
て
い
た
。
そ
の
た
め
、
前
述
の
事
柄

と
関
連
付
け
て
テ
ク
ス
ト
を
解
釈
し
、
芥
川
の
信
仰
告
白
と
位
置
づ
け
る
論

者
は
多
い
(
注
1
1
し
か
し
そ
の
一
方
で
中
村
真
一
郎
氏
の
よ
う
な
「
信
仰

告
白
の
文
章
と
は
ど
う
読
ん
で
も
、
理
解
す
る
こ
と
は
不
可
能
」
(
注
2
)
と

い
う
強
い
反
対
意
見
も
あ
る
。
私
見
を
述
べ
る
と
、
自
殺
す
る
間
際
に
書
か

れ
た
こ
と
を
意
識
し
て
テ
ク
ス
ト
を
部
分
的
に
読
め
ば
信
仰
告
白
と
読
め
な

く
も
な
い
が
、
し
か
し
テ
ク
ス
ト
全
体
と
な
る
と
信
仰
心
を
あ
ら
わ
に
し
た

キ目

直

之
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も
の
で
は
な
さ
そ
う
で
あ
る
。

ま
た
、
所
謂
正
統
的
な
聖
書
理
解
か
ら
正
続
「
西
方
の
人
」
が
距
離
を
置

い
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
し
ば
し
ば
言
及
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
海
老
井

英
次
氏
の
「
『
西
方
の
人
』
は
、
芥
川
に
よ
る
イ
エ
ス
論
で
」
あ
り
「
極
め
て

オ
リ
ジ
ナ
ル
な
も
の
で
あ
る
」
と
い
う
指
摘
(
注
3
)
や
、
聖
書
学
者
田
川

健
三
氏
の
「
(
注
・
「
西
方
の
人
」
は
〉
こ
れ
ま
た
、
よ
く
知
ら
な
い
こ
と
に

つ
い
て
、
知
っ
た
か
ぶ
り
を
し
て
も
の
書
き
な
さ
ん
な
、
と
言
う
以
外
に
な

い
だ
ろ
う
。
」
(
注
4
)
な
ど
の
厳
し
い
批
判
も
あ
る
。

だ
が
、
こ
れ
ら
の
指
摘
や
批
判
は
所
謂
正
統
的
な
聖
書
理
解
の
立
場
と
の

相
対
的
な
判
断
で
あ
る
。
こ
う
し
た
批
判
の
起
る
こ
と
を
見
越
し
て
い
た
か

の
よ
う
に
、
テ
ク
ス
ト
に
は
次
の
よ
う
な
箇
所
が
あ
る
。

守

-A
凋
斗
企

わ
た
し
は
唯
わ
た
し
の
感
じ
た
通
り
に
「
わ
た
し
の
ク
リ
ス
ト
」
を
記

す
の
で
あ
る
。
厳
し
い
日
本
の
ク
リ
ス
ト
教
徒
も
売
文
の
徒
の
書
い
た

ク
リ
ス
ト
だ
け
は
恐
ら
く
大
目
に
見
て
く
れ
る
で
あ
ら
う
。

(
「
西
方
の
人
」
「
1

こ
の
人
を
見
よ
」

N
さ
頁
)

し
ば
し
ば
諸
先
行
論
で
引
用
さ
れ
る
「
わ
た
し
の
ク
リ
ス
ト
」
の
一
節
で

あ
る
。
し
か
し
注
目
し
た
い
の
は
こ
こ
に
引
用
し
た
後
の
方
の
一
文
で
あ
る
。

「
売
文
の
徒
」
と
一
見
語
り
手
自
身
を
卑
下
し
た
一
節
に
は
、
う
わ
べ
の
腰
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の
低
さ
と
は
裏
腹
に
、
正
統
的
な
聖
書
理
解
を
自
負
す
る
「
ク
リ
ス
ト
教
徒
」

か
ら
到
底
「
大
目
に
見
」
て
は
も
ら
え
な
い
で
あ
ろ
う
「
ク
リ
ス
ト
」
論
を

以
下
に
述
べ
よ
う
と
す
る
自
信
が
窺
え
る
。

で
は
、
テ
ク
ス
ト
に
は
一
体
ど
の
よ
う
な
「
ク
リ
ス
ト
」
が
描
か
れ
た
の

だ
ろ
う
か
、
以
下
に
考
察
を
進
め
て
い
き
た
い
。

「
ク
リ
ス
ト
」
と
は
何
で
あ
る
の
か
を
考
え
始
め
る
前
に
多
少
整
理
を
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
テ
ク
ス
ト
の
中
に
「
ク

リ
ス
ト
」
と
い
う
語
は
二
種
類
の
用
例
が
あ
る
た
め
だ
。

一
つ
目
は
、
新
約
聖
書
の
主
人
公
イ
エ
ス
H
キ
リ
ス
ト
の
こ
と
を
指
す
「
ク

リ
ス
ト
」
で
あ
る
(
以
下
「
ク
リ
ス
ト
(

a

)

」
)
。
「
わ
た
し
は
や
っ
と
こ
の

頃
に
な
っ
て
四
人
の
伝
記
作
者
の
わ
た
し
た
ち
に
伝
へ
た
ク
リ
ス
ト
と
云
ふ

人
を
愛
し
出
し
た
。
ク
リ
ス
ト
は
今
日
の
わ
た
し
に
は
行
路
の
人
の
や
う
に

見
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
」
(
「
西
方
の
人
」
「
1

こ
の
人
を
見
よ
」
)
、
「
ヨ
ハ

ネ
は
ク
リ
ス
ト
の
伝
記
作
者
中
、
最
も
彼
自
身
に
据
び
て
ゐ
る
も
の
で
あ
る
。
」

(
「
続
西
方
の
人
」
「
2

彼
の
伝
記
作
者
」
)
な
ど
の
用
例
が
あ
げ
ら
れ
る
。

二
つ
目
は
、
「
ク
小
た
い
針
作
仇
り
か
ノ
小
た
い
」
(
傍
点
マ
マ
、
「
西
方
の
人
」

「8

ヘ
ロ
デ
」
)
で
あ
る
(
以
下
「
ク
リ
ス
ト

(
b
)
」
)
。
用
例
と
し
て
、
「
あ

ら
ゆ
る
ク
リ
ス
ト
た
ち
」
(
「
西
方
の
人
」
「
3

聖
霊
」
)
、
「
後
代
の
ク
リ
ス

ト
た
ち
」
(
同
前
、
「
1
9
ジ
ヤ
ア
ナ
リ
ス
ト
」
)
な
ど
が
あ
げ
ら
れ
る
。
ま

で
あ
る
人
物
と
し
て
、
「
パ
プ
テ
ズ
マ
の
ヨ
ハ
ネ
」

た
、
「
ク
リ
ス
ト

(
b
)
」

(
「
西
方
の
人
」
「
1
0
父
」
)
・
「
ポ
オ
」
(
同
前
、
「
2
1
故
郷
」
〉
・
「
ホ
ヰ

ツ
ト
マ
ン
」
(
同
前
、
「
2
4
カ
ナ
の
饗
宴
」
)
・
「
モ
オ
ゼ
や
エ
リ
ア
」
(
同

前
、
「
2
5
天
に
近
い
山
の
上
の
問
答
」
)
・
「
ゲ
エ
テ
」
(
同
前
、
「
3
6
ク

リ
ス
ト
の
一
生
」
)
・
「
孔
子
」
(
同
前
、
「
3
7
東
方
の
人
」
)
な
ど
の
名
前

が
挙
が
っ
て
い
る
。
「
彼
に
従
へ
ば
、
ス
ト
リ
ン
ド
ベ
リ
イ
も
、
ポ
オ
も
、
ホ

イ
ッ
ト
マ
ン
も
、
ゲ
エ
テ
も
、
ク
リ
ス
ト
の
一
人
で
あ
る
。
」
と
吉
田
精
一
氏

は
書
き
と
め
て
い
る
(
注
5
)
が
、
こ
こ
で
筆
者
が
い
う
よ
う
な
「
ク
リ
ス

ト
」
の
明
確
な
区
別
を
吉
田
氏
は
持
っ
て
い
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

正
続
「
西
方
の
人
」
が
特
異
で
あ
る
の
は
「
ク
リ
ス
ト

(
b
)
」
の
概
念
を

作
り
出
し
た
こ
と
に
あ
る
と
筆
者
は
考
え
る
が
、
こ
れ
に
関
し
て
は
稿
を
改

め
て
考
察
し
た
い
。
本
論
で
は
「
ク
リ
ス
ト
(

a

)

」
に
つ
い
て
論
ず
る
こ
と

に
す
る
。

nr白4
4
 

「
ク
リ
ス
ト
(

a

)

」
を
芥
川
龍
之
介
の
〈
自
画
像
〉
と
み
な
す
説
は
根
強

い
。
し
か
し
、
こ
の
考
え
方
を
前
提
と
す
る
の
は
、
〈
自
画
像
〉
説
自
体
に
根

拠
が
乏
し
い
せ
い
も
あ
っ
て
、
い
た
づ
ら
に
テ
ク
ス
ト
解
釈
に
荏
桔
を
与
え

て
い
る
感
が
あ
る
。
以
下
に
研
究
史
を
辿
り
つ
つ
そ
の
問
題
を
追
究
す
る
。

こ
の
〈
自
画
像
〉
説
を
早
い
時
期
か
ら
唱
え
て
い
た
の
は
吉
田
精
一
氏
で

あ
る
。

彼
(
注
・
芥
川
)
は
新
約
聖
書
を
「
小
説
的
伝
記
」
と
し
て
、
即
ち
芸

術
と
し
て
愛
す
る
と
共
に
、
キ
リ
ス
ト
の
内
に
彼
の
自
画
像
を
見
出
さ

う
と
し
た
の
で
あ
る
。
さ
う
し
て
「
西
方
の
人
」
の
独
歩
な
る
所
以
は
、

こ
の
点
に
か
与
っ
て
ゐ
る
。
(
略
)
ク
リ
ス
ト
の
一
生
が
、
と
り
も
直
さ



ず
彼
自
身
の
一
生
で
あ
る
こ
と
、

一
行
一
節
と
い
へ
ど
も
彼
自
身
の
せ

つ
ぽ
つ
ま
っ
た
自
画
像
で
な
い
も
の
は
な
い
こ
と
に
つ
い
て
、
叙
説
す

る
必
要
は
な
い
で
あ
ら
う
。
(
注
6
)

こ
の
〈
自
画
像
〉
説
が
ほ
ぼ
研
究
史
上
の
定
説
と
な
っ
て
い
る
こ
と
は
既

に
述
べ
た
。
し
か
し
、
吉
田
氏
が
「
叙
説
す
る
必
要
は
な
い
」
と
し
た
こ
と

は
、
逆
に
根
拠
に
乏
し
い
説
だ
と
い
う
批
判
を
受
け
て
も
仕
方
な
い
こ
と
で

あ
ろ
う
。

芥川隠之介・正続「西方の人」論

正
続
「
西
方
の
人
」
研
究
史
上
最
大
の
争
点
と
い
え
ば
、
佐
藤
泰
正
氏
と

笹
淵
友
一
氏
と
の
間
で
交
わ
さ
れ
た
「
天
上
か
ら
地
上
へ
登
る
」
論
争
(
注

7
)
で
あ
る
が
、
テ
ク
ス
ト
の
正
誤
を
め
ぐ
る
こ
の
論
争
に
は
各
々
が
吉
田

氏
の
〈
自
画
像
〉
説
を
発
展
さ
せ
た
側
面
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
他
の
芥
川

の
テ
ク
ス
ト
に
〈
自
画
像
〉
を
求
め
、
「
ク
リ
ス
ト
(

a

)

」
解
釈
の
助
け
と

す
る
の
で
あ
る
。
佐
藤
泰
正
氏
は
〈
反
誤
記
説
〉
を
唱
え
る
の
に
、
「
問
中
問

答
」
の
主
人
公
を
以
て
し
、
ま
た
〈
誤
記
説
〉
の
笹
淵
氏
は
飽
く
迄
精
密
な

テ
ク
ス
ト
分
析
に
根
拠
の
重
点
を
置
き
な
が
ら
も
、
一
方
で
「
な
お
、
こ
の

一
匂
が
『
地
上
か
ら
天
上
へ
登
る
』
の
誤
り
と
す
れ
ば
、
『
西
方
の
人
』
ば
か

り
で
な
く
、
『
文
芸
雑
談
』
(
昭
和
元
・
二
己
、
『
或
阿
呆
の
一
生
』
(
遺
稿
)
、

『
保
儒
の
言
葉
』
(
大
正
一
二
)
な
ど
芥
川
の
全
文
脈
と
も
調
和
す
る
。
」
(
注

8
)
と
、
こ
れ
ら
の
諸
テ
ク
ス
ト
の
芥
川
像
に
「
調
和
す
る
」
こ
と
を
自
説

の
根
拠
の
一
に
挙
げ
て
い
る
。
争
点
で
は

E
い
に
括
抗
す
る
両
氏
の
意
見
で

あ
る
が
、
ど
ち
ら
の
説
も
芥
川
の
〈
自
画
像
〉
が
「
ク
リ
ス
ト

(
a
)
」
に
当

て
は
ま
る
か
ど
う
か
を
意
識
し
て
い
る
こ
と
で
共
通
す
る
。

〈
自
画
像
〉
説
が
そ
の
是
非
を
根
本
的
に
関
わ
れ
る
こ
と
な
く
定
着
す
る

中
で
、
そ
れ
に
疑
い
の
眼
を
向
け
た
の
は
笠
井
秋
生
氏
で
あ
る
(
注
9
1
作

品
と
作
家
と
を
安
易
に
結
び
付
け
る
こ
と
へ
の
疑
い
が
問
題
意
識
と
し
て
見

ら
れ
る
点
で
は
評
価
で
き
る
が
、
笠
井
氏
自
身
の
方
法
に
そ
の
問
題
意
識
を

徹
底
さ
せ
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
笠
井
氏
は
、
「
間
中
問
答
」
の
「
僕
」
・

「
尾
形
了
斎
覚
え
書
」
の
「
篠
」
・
「
地
獄
変
」
の
「
良
秀
」
・
「
杜
子
春
」
の

「
杜
子
春
」
・
「
お
ぎ
ん
」
の
「
お
ぎ
ん
」
・
「
河
童
」
の
「
ト
ツ
ク
」
な
ど
の

性
格
か
ら
、
「
或
る
阿
呆
の
一
生
」
「
3
5
道
化
人
形
」
の
「
彼
は
い
つ
死
ん

で
も
悔
い
な
い
や
う
な
烈
し
い
生
活
を
す
る
つ
も
り
だ
っ
た
。
が
、
不
相
変

養
父
母
や
伯
母
に
遠
慮
勝
ち
な
生
活
を
つ
，
つ
け
て
ゐ
た
」
に
代
表
さ
れ
る
芥

川
の
〈
自
画
像
〉
を
抽
出
し
た
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
「
ク
リ
ス
ト

(
a
)
」
の

造
形
と
は
一
致
し
な
い
と
い
う
の
が
氏
の
結
論
で
あ
る
。

し
か
し
こ
こ
で
笠
井
氏
の
方
法
に
つ
い
て
疑
問
に
思
わ
れ
る
の
は
、
芥
川

が
書
い
た
テ
ク
ス
ト
か
ら
〈
自
画
像
〉
が
仮
に
抽
出
で
き
る
の
で
あ
れ
ば
、

そ
れ
と
同
じ
作
業
が
正
続
『
西
方
の
人
」
で
出
来
な
い
と
し
て
い
る
の
は
辻

棲
が
あ
わ
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

ま
た
、
作
品
数
が
多
く
意
識
的
に
技
巧
を
尽
し
た
芥
川
で
あ
る
。
そ
こ
か

ら
抽
出
さ
れ
る
〈
自
画
像
〉
は
、
論
者
に
よ
っ
て
自
ず
と
個
性
的
な
像
を
結

び
、
決
し
て
統
一
的
な
も
の
と
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
た
と
え
笹
淵
氏
が
「
芥

川
の
全
文
脈
と
も
調
和
す
る
」
と
い
っ
て
も
、
そ
れ
は
笹
淵
氏
が
選
択
し
た

内
で
の
「
全
文
脈
」
で
あ
っ
て
、
決
し
て
厳
密
な
意
味
で
は
な
い
。
だ
と
す

れ
ば
、
他
の
テ
ク
ス
ト
に
〈
自
画
像
〉
を
求
め
る
営
為
は
、
恋
意
的
な
要
素

を
含
む
も
の
で
あ
り
、
同
時
に
テ
ク
ス
ト
分
析
に
お
い
て
先
入
観
を
自
ら
背

負
い
込
む
も
の
と
い
え
る
。

勺

J
4
佳

他
の
芥
川
の
テ
ク
ス
ト
か
ら

(
自
画
像
〉
を
つ
く
り
あ
げ

そ
の
型
に
合

う
・
合
わ
な
い
と
い
う
地
平
で
議
論
が
な
さ
れ
た
研
究
史
を
考
察
し
た
結
果
、
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こ
の
前
提
で
は
正
続
「
西
方
の
人
」
で
説
得
力
の
あ
る
論
証
を
す
る
こ
と
が

難
し
い
現
状
が
見
え
て
き
た
。
こ
の
こ
と
か
ら
「
ク
リ
ス
ト

(
aご
は
ど
の

よ
う
に
芥
川
の
〈
自
画
像
〉
と
か
か
わ
る
の
か
と
い
う
問
題
か
ら
、
「
ク
リ
ス

ト
(

a

)

」
自
体
が
ど
の
よ
う
に
テ
ク
ス
ト
に
描
か
れ
て
い
る
の
か
と
い
う
問

題
へ
と
軌
道
修
正
す
べ
き
で
あ
る
こ
と
に
気
づ
か
さ
れ
る
。

で
は
、
実
際
「
ク
リ
ス
ト
(

a

)

」
は
ど
の
よ
う
に
描
か
れ
て
い
る
の
か
検

証
し
て
い
き
た
い
。
ま
ず
言
え
る
こ
と
は
、
「
マ
リ
ア
は
唯
の
女
人
だ
っ
た
。

が
、
或
夜
聖
霊
に
感
じ
て
忽
ち
ク
リ
ス
ト
を
生
み
落
し
た
。
」
(
「
西
方
の
人
」

「2

マ
リ
ア
」
)
と
あ
る
よ
う
に
「
ク
リ
ス
ト

(
aご
は
、
「
マ
リ
ア
」
を

母
と
す
る
「
人
の
子
」
で
あ
る
と
同
時
に
「
聖
霊
の
子
供
」
(
注
1
0
)
で
あ

る
。
「
マ
リ
ア
」
は
「
永
遠
に
守
ら
ん
と
す
る
も
の
」
(
同
前
)
で
あ
り
、
「
聖

霊
」
は
「
永
遠
に
超
え
ん
と
す
る
も
の
」
〈
同
前
、
「
3
聖
霊
乙
で
あ
る
、

と
本
文
は
説
明
す
る
。
し
か
し
、
「
ク
リ
ス
ト
(

a

)

」
の
一
体
ど
の
よ
う
な

と
こ
ろ
に
そ
れ
ぞ
れ
の
菓
性
が
み
ら
れ
る
と
い
う
の
だ
ろ
う
か
、
本
文
を
追

っ
て
い
き
た
い
。

「
聖
霊
」
に
つ
い
て
、
次
の
文
章
は
そ
の
実
体
を
考
え
る
の
に
重
要
な
ヒ

ン
ト
を
与
え
て
い
る
。

聖
霊
は
必
ず
し
も
「
聖
な
る
も
の
」
で
は
な
い
。
唯
「
永
遠
に
超
え
ん

と
す
る
も
の
」
で
あ
る
。
(
略
)
聖
霊
は
悪
魔
や
天
使
で
は
な
い
。
勿
論
、

神
と
も
異
る
も
の
で
あ
る
。
我
々
は
時
々
善
悪
の
彼
岸
に
聖
霊
の
歩
い

て
ゐ
る
の
を
見
る
で
あ
ら
う
。
善
悪
の
彼
岸
に
、

l
i
lし
か
し
ロ
ム
ブ

ロ
ゾ
オ
は
幸
か
不
幸
か
精
神
病
者
の
脳
髄
の
上
に
聖
霊
の
歩
い
て
ゐ
る

の
を
発
見
し
て
ゐ
た
。

(
同
前
、
「
3

聖
霊
」
忠
∞
頁
)

「
必
し
も
『
聖
な
る
も
の
』
で
は
な
い
」
・
「
勿
論
、
神
と
も
異
な
る
」
と

い
う
「
聖
霊
」
観
に
は
、
そ
の
子
供
で
あ
る
「
ク
リ
ス
ト
(

a

)

」
を
信
仰
対

象
と
し
て
見
て
い
な
い
の
は
明
ら
か
で
あ
る
。
で
は
、
そ
の
あ
と
の
ロ
ム
プ

ロ
ゾ
オ
が
発
見
し
た
「
精
神
病
者
の
脳
髄
の
上
」
に
い
る
「
聖
霊
」
と
は
何

で
あ
ろ
う
か
。

ロ
ム
プ
ロ
ゾ
オ
の
名
は
イ
タ
リ
ア
の
精
神
病
理
学
者
と
し
て
知
ら
れ
る
。

「
通
史
日
本
の
心
理
学
」
〈
平
成
九
・
一
一
北
大
路
書
庖
〉
に
は
三
浦
関
造

訳
『
犯
罪
と
遺
伝
』
(
大
正
五
)
の
み
が
紹
介
さ
れ
、
現
在
的
な
意
味
で
は
犯

罪
心
理
学
の
実
績
が
評
価
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
当
時
の
文
学
関
係
者
の

間
で
ロ
ム
プ
ロ
ゾ
オ
の
名
前
か
ら
思
い
出
さ
れ
る
著
作
は
『
天
才
論
』
だ
っ

た
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
著
作
は
、
邦
訳
さ
れ
る
以
前
に
既
に
夏
目
瀬
石
『
文

学
論
』
・
厨
川
白
村
『
近
代
文
学
十
講
』
に
よ
っ
て
日
本
に
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

因
み
に
邦
訳
は
大
正
三
年
一
二
月
に
辻
潤
に
よ
っ
て
な
さ
れ
て
い
る
。
久
保

田
芳
太
郎
氏
に
よ
る
と
邦
訳
『
天
才
論
』
の
出
版
は
「
お
お
い
な
る
反
響
が

あ
っ
た
」
と
い
う
(
注
1
1
)
。

S
A
1
 

4
佳

で
は
そ
の
『
天
才
論
』
で
「
精
神
病
者
」
が
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
ら
れ

て
い
る
の
か
を
確
認
す
べ
く
次
に
引
用
す
る
。

憂
欝
病
、
惇
徳
狂
、
偏
執
狂
等
の
知
き
種
々
な
る
心
徴
が
あ
る
い
は
完

全
に
、
あ
る
い
は
不
完
全
に
天
才
に
発
見
せ
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
は
天

才
そ
の
も
の
の
特
別
な
心
徴
を
暖
昧
に
し
、
更
に
撮
欄
病
の
性
質
を
も

不
明
な
ら
し
む
る
も
の
で
あ
る
と
い
わ
れ
得
る
か
も
知
れ
な
い
。

し
か
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し
な
が
ら
、
最
近
に
お
け
る
研
究
の
結
果
は
癒
澗
病
の
領
域
を
拡
張
し
、

衝
動
及
び
幻
覚
的
妄
想
よ
り
離
れ
て
知
何
な
る
精
神
病
(
特
に
誇
大
狂

と
惇
徳
狂
)
に
も
付
け
加
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
説
明
せ

ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
し
て
、
殆
ど
す
べ
て
の
変
質
的
心
徴
の
場

合
に
お
け
る
が
如
く
、
不
完
全
な
る
精
神
病
の
徴
候
と
最
も
些
細
な
る

原
因
に
よ
っ
て
発
す
る
多
様
な
循
環
的
妄
想
は
、
特
に
撮
痢
病
に
著
し

く
存
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
(
略
)
で
あ
る
か
ら
、
天
才
の
生
理
学
と
狂

人
の
病
理
学
と
の
聞
に
は
符
合
す
る
点
が
沢
山
に
あ
る
の
で
あ
る
。
否
、

実
際
の
連
続
す
ら
存
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
事
実
は
し
ば
し
ば
狂

人
が
天
才
と
な
り
、
天
才
が
狂
人
と
な
る
事
実
を
説
明
し
て
い
る
。
彼

ら
は
勿
論
各
別
の
特
徴
を
備
え
て
は
い
る
が
、
要
す
る
に
単
純
な
る
天

才
の
特
徴
の
変
態
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
(
注
1
2
)

こ
こ
で
い
う
よ
う
に
「
精
神
病
者
」
と
「
天
才
」
と
の
聞
に
密
接
な
関
係

が
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
言
説
と
し
て
広
く
信
じ
ら
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る

(注
1
3
Y
「
ク
リ
ス
ト
は
僅
か
に
十
二
歳
の
時
に
彼
の
天
才
を
示
し
て
ゐ

る
。
」
(
「
西
方
の
人
」
「
1
3
最
初
の
弟
子
た
ち
」
)
と
い
う
用
例
も
あ
る
の

で
「
聖
霊
」
は
「
天
才
」
の
素
質
で
あ
る
と
考
え
る
こ
と
が
出
来
る
だ
ろ
う
。

こ
の
こ
と
は
「
ク
リ
ス
ト
(

a

)

」
が
狂
人
の
素
質
を
有
し
て
い
る
と
い
っ
て

い
る
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
て
、
信
仰
対
象
と
し
て
の
神
と
い
う
よ
り
は
人
聞

の
領
域
で
捉
え
て
い
る
。
言
を
繰
返
す
こ
と
に
な
っ
た
が
注
意
が
必
要
だ
ろ

曹つ。

で
は
「
ク
リ
ス
ト

(
a
〉
」
の
「
天
才
」
は
い
か
な
る
場
面
で
発
揮

さ
れ
た
と
い
う
の
だ
ろ
う
か
。
次
に
あ
げ
る
「
天
才
」
の
用
例
を
参
照
し
た

さ
て
、

い

ク
リ
ス
ト
は
古
代
の
ジ
ヤ
ア
ナ
リ
ス
ト
に
な
っ
た
。
同
時
に
文
古
代
の

ボ
ヘ
ミ
ア
ン
に
な
っ
た
。
彼
の
天
才
は
飛
躍
を
つ
づ
け
、
彼
の
生
活
は

一
時
代
の
社
会
的
約
束
を
踏
み
に
じ
っ
た
。
彼
を
理
解
し
な
い
弟
子
た

ち
の
中
に
時
々
ヒ
ス
テ
リ
イ
を
起
し
な
が
ら
。
|
|
し
か
し
そ
れ
は
彼

自
身
に
は
大
体
歓
喜
に
満
ち
渡
っ
て
ゐ
た
。
ク
リ
ス
ト
は
彼
の
詩
の
中

に
ど
の
位
情
熱
を
感
じ
て
ゐ
た
で
あ
ら
う
。
「
山
上
の
教
へ
」
は
二
十
何

歳
か
の
彼
の
感
激
に
満
ち
た
産
物
で
あ
る
。
彼
は
ど
う
云
ふ
前
人
も
彼

に
若
か
な
い
の
を
感
じ
て
ゐ
た
。
こ
の
海
の
や
う
に
高
ま
っ
た
彼
の
天

才
的
ジ
ヤ
ア
ナ
リ
ズ
ム
は
勿
論
敵
を
招
い
た
で
あ
ら
う
。

(
「
西
方
の
人
」
「
1
4
聖
霊
の
子
供
」
出
品
頁
)

「
ヒ
ス
テ
リ
イ
」
を
起
す
「
ク
リ
ス
ト

(
a
)
」
は
ロ
ム
ブ
ロ
ゾ
オ
的
「
天

才
」
観
に
近
い
も
の
が
あ
る
だ
ろ
う
。
「
聖
霊
の
子
供
」
で
あ
る
「
ク
リ
ス
ト

〈

a)
」
は
、
「
ジ
ヤ
ア
ナ
リ
ス
ト
」
と
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
有
名
な
「
山

上
の
教
へ
」
も
ま
た
彼
の
天
才
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
た
「
産
物
」
で
あ
る

と
い
う
。
「
ジ
ヤ
ア
ナ
リ
ス
ト
」
と
は
「
『
嘗
喰
』
と
呼
ば
れ
て
ゐ
る
短
篇
小

p
h
υ
 

訓
告

説
の
作
者
」
(
「
続
西
方
の
人
」
『

1
5
ク
リ
ス
ト
の
言
葉
」
)
の
こ
と
で
あ

る
と
テ
ク
ス
ト
の
別
の
箇
所
で
言
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
「
天
才
的
ジ
ヤ
ア
ナ

リ
ズ
ム
」
が
い
か
に
す
ぐ
れ
て
い
る
か
を
次
に
挙
げ
る
箇
所
は
説
明
し
て
い

る

我
々
は
唯
我
々
自
身
に
近
い
も
の
の
外
は
見
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
少

く
と
も
我
々
に
迫
っ
て
来
る
も
の
は
我
々
自
身
に
近
い
も
の
だ
け
で
あ

る
。
ク
リ
ス
ト
は
あ
ら
ゆ
る
ジ
ヤ
ア
ナ
リ
ス
ト
の
や
う
に
こ
の
事
実
を

直
覚
し
て
ゐ
た
。
花
嫁
、
葡
萄
園
、
瞳
馬
、
工
人
|
|
彼
の
教
へ
は
目

の
あ
た
り
に
あ
る
も
の
を
一
度
も
利
用
せ
ず
に
す
ま
し
た
こ
と
は
な
い
。
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「
善
い
サ
マ
リ
ア
人
」
や
「
放
蕩
息
子
の
帰
宅
」
は
か
う
云
ふ
彼
の
詩

の
傑
作
で
あ
る
。
抽
象
的
な
言
葉
ば
か
り
使
っ
て
ゐ
る
後
代
の
ク
リ
ス

ト
教
的
ジ
ヤ
ア
ナ
リ
ス
ト
|
|
牧
師
た
ち
は
一
度
も
こ
の
ク
リ
ス
ト
の

ジ
ヤ
ア
ナ
リ
ズ
ム
の
効
果
を
考
へ
な
か
っ
た
の
で
あ
ら
う
。
彼
は
彼
等

に
比
べ
れ
ば
勿
論
、
後
代
の
ク
リ
ス
ト
た
ち
に
比
べ
て
も
、
決
し
て
遜

色
の
あ
る
ジ
ヤ
ア
ナ
リ
ス
ト
で
は
な
い
。
彼
の
ジ
ヤ
ア
ナ
リ
ズ
ム
は
そ

の
為
に
西
方
の
古
典
と
肩
を
並
べ
て
ゐ
る
。
彼
は
実
に
古
い
炎
に
新
し

い
薪
を
加
へ
る
ジ
ヤ
ア
ナ
リ
ス
ト
だ
っ
た
。

(
「
西
方
の
人
」
「
1
9
ジ
ヤ
ア
ナ
リ
ス
ト
」
肢
吋
1

M

U
∞
頁
〉

身
近
な
事
物
を
題
材
に
し
て
語
る
「
ク
リ
ス
ト

(
a
〉
」
の
話
は
報
道
的
要

素
も
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
そ
し
て
そ
の
こ
と
は
聞
く
も
の
の
心
に
現
実
的
な
問

題
と
し
て
「
迫
っ
て
来
」
な
い
は
ず
は
あ
る
ま
い
。
「
ク
リ
ス
ト
(

a

)

」
の

「
天
才
的
ジ
ヤ
ア
ナ
リ
ズ
ム
」
と
は
、
「
善
い
サ
マ
リ
ア
人
」
や
「
放
蕩
息
子

の
帰
宅
」
の
よ
う
な
即
物
的
な
「
嘗
喰
」
の
当
意
即
妙
さ
に
特
性
が
あ
る
の

で
あ
る
。
「
ク
リ
ス
ト
は
彼
の
ジ
ヤ
ア
ナ
リ
ズ
ム
の
い
つ
か
大
勢
の
読
者
の
為

に
持
て
離
さ
れ
る
こ
と
を
確
信
し
て
ゐ
た
。
彼
の
ジ
ヤ
ア
ナ
リ
ズ
ム
に
威
力

の
あ
っ
た
の
は
か
う
云
ふ
確
信
の
あ
っ
た
為
で
あ
る
。
」
(
「
続
西
方
の
人
」
「
9

ク
リ
ス
ト
の
確
信
」
)
。
己
の
「
天
才
的
ジ
ヤ
ア
ナ
リ
ズ
ム
」
に
自
信
を
得
て

恐
い
も
の
知
ら
ず
な
「
ク
リ
ス
ト
(

a

)

」
の
様
子
が
こ
こ
に
は
描
か
れ
て
い

る

一
見
恐
れ
る
も
の
な
ど
な
い
か
の
よ
う
な
「
ク
リ
ス
ト

(
a
)
」

だ
が
、
寸
分
も
隙
が
な
い
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
一
部
引
用
が
重
複
す
る
が

次
の
箇
所
を
見
て
み
よ
う
。

こ
の
海
の
や
う
に
高
ま
っ
た
彼
の
天
才
的
ジ
ヤ
ア
ナ
リ
ズ
ム
は
勿
論
敵

し
か
し
、

を
招
い
た
で
あ
ら
う
。
が
、
彼
等
は
ク
リ
ス
ト
を
恐
れ
な
い
訣
に
は
行

か
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
実
に
彼
等
に
は
|
|
ク
リ
ス
ト
よ
り
も
人
生
を

知
り
、
従
っ
て
文
人
生
に
対
す
る
恐
怖
を
抱
い
て
ゐ
る
彼
等
に
は
こ
の

天
才
の
量
見
の
呑
み
こ
め
な
い
為
に
外
な
ら
な
か
っ
た
。

(
「
西
方
の
人
」
「
1
4
聖
霊
の
子
供
」

N
E
頁
)

こ
こ
で
言
う
「
敵
」
が
実
際
に
「
ク
リ
ス
ト
(
a
)
」
の
前
に
立
ち
ふ
さ
が
る
の

で
は
な
い
。
し
か
し
『
ク
リ
ス
ト
(

a

)

」
の
天
才
を
理
解
し
な
い
も
の
た
ち

は
「
ク
リ
ス
ト
よ
り
も
人
生
を
知
り
、
従
っ
て
又
人
生
に
対
す
る
恐
怖
を
抱

い
て
」
い
た
。
逆
に
言
え
ば
「
ク
リ
ス
ト
(

a

)

」
の
恐
い
も
の
知
ら
ず
の
理

由
は
、
「
人
生
」
を
知
ら
ず
、
「
人
生
」
に
対
す
る
恐
怖
を
抱
い
て
い
な
い
か

ら
に
他
な
ら
な
い
。
こ
こ
で
言
う
「
人
生
」
と
は
、
「
人
の
子
」
の
生
き
方
と

い
え
る
だ
ろ
う
。
「
人
生
」
を
知
ら
な
か
っ
た
「
ク
リ
ス
ト
(

a

)

」
は
次
第

に
そ
れ
を
知
る
こ
と
に
な
る
。
次
項
で
は
「
人
の
子
」
で
あ
る
こ
と
を
「
ク

リ
ス
ト
(

a

)

」
が
次
第
に
自
覚
し
て
い
く
様
子
を
テ
ク
ス
ト
が
ど
の
よ
う
に

描
い
て
い
る
か
を
見
て
い
き
た
い
。

-46一

四

笠
井
秋
生
氏
は
「
ク
リ
ス
ト
」
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
ま
と
め
た
。

「
西
方
の
人
」
に
描
か
れ
る
〈
超
え
ん
と
す
る
も
の
〉
と
し
て
の
〈
ク

リ
ス
ト
〉
は
、
芥
川
の
自
画
像
で
は
な
く
、
〈
超
え
ん
と
す
る
も
の
〉
と

〈
守
ら
ん
と
す
る
も
の
〉
と
に
引
き
裂
か
れ
て
い
た
、
し
か
し
結
局
は

〈
守
ら
ん
と
す
る
も
の
〉
に
従
わ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
芥
川
の
、
憧
慢

す
る
芸
術
家
像
と
言
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
(
注
1
4
)



「
ク
リ
ス
ト

(
a
)
」
を
「
超
え
ん
と
す
る
も
の
」
と
し
か
見
て
い
な
い
笠

の
『
聖
霊
」
の
要
素
に
し
か
注
目
し
て
い

井
氏
の
説
は
「
ク
リ
ス
ト

(a)
」

な
い
不
十
分
な
も
の
で
あ
る
。
既
に
述
べ
た
よ
う
に
「
ク
リ
ス
ト
〈

a
〉
」
は

の
造
形

「
人
の
子
」
で
も
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
こ
と
が
「
ク
リ
ス
ト
(

a

)

」
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に
重
要
な
要
素
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

「
ク
リ
ス
ト
は
ナ
ザ
レ
に
住
ん
だ
後
、
ヨ
セ
フ
の
子
供
で
な
い
こ
と
を
知

っ
た
で
あ
ら
う
。
或
は
聖
霊
の
子
供
で
あ
る
こ
と
を
、
|
|
し
か
し
そ
れ
は

前
者
よ
り
も
決
し
て
重
大
な
事
件
で
は
な
い
。
『
人
の
子
』
ク
リ
ス
ト
は
こ
の

時
か
ら
正
に
二
度
目
の
誕
生
を
し
た
。
」
(
「
西
方
の
人
」
「
1
0
父
」
)
。
「
ク

リ
ス
ト

(
a
)
」
の
も
う
一
つ
の
顔
と
し
て
「
人
の
子
」
が
テ
ク
ス
ト
に
は
刻

み
込
ま
れ
て
い
る
。
浅
野
洋
氏
は
「
キ
リ
ス
ト
に
は
『
聖
霊
の
子
供
で
あ
る
』

使
命
感
よ
り
も
『
ヨ
セ
フ
の
子
供
で
な
い
』
こ
と
を
知
っ
た
疎
外
感
や
孤
独

の
方
が
人
生
の
よ
り
重
要
な
転
機
と
な
っ
た
の
意
。
」
(
注
1
5
)
と
こ
の
箇

所
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
が
、
ま
さ
に
そ
の
通
り
で
あ
ろ
う
。
「
人
の
子
」
と

し
て
描
か
れ
る
「
ク
リ
ス
ト
〈

a)
」
は
、
「
聖
霊
の
子
供
」
と
し
て
の
力
強

い
性
格
と
対
照
的
に
、
ど
こ
か
暗
い
悌
を
宿
し
て
い
る
。

ク
リ
ス
ト
の
父
母
は
彼
を
見
つ
け
、
「
さ
ん
ざ
ん
お
前
を
探
し
て
ゐ
た
」

と
言
っ
た
。
す
る
と
彼
は
存
外
平
気
に
「
ど
う
し
て
わ
た
し
を
=
尋
ね
る

の
で
す
。
わ
た
し
は
わ
た
し
の
お
父
さ
ん
の
こ
と
を
務
め
な
け
れ
ば
な

り
ま
せ
ん
」
と
答
へ
た
。
「
さ
れ
ど
両
親
は
其
語
れ
る
事
を
暁
ら
ず
」
と

云
ふ
の
も
恐
ら
く
は
事
実
に
近
か
っ
た
で
あ
ら
う
。
け
れ
ど
も
我
々
を

動
か
す
の
は
「
其
母
こ
れ
ら
の
凡
の
事
を
心
に
蔵
め
ぬ
」
と
云
ふ
一
節

で
あ
る
。
美
し
い
マ
リ
ア
は
ク
リ
ス
ト
の
聖
霊
の
子
供
で
あ
る
こ
と
を

承
知
し
て
ゐ
た
。
こ
の
時
の
マ
リ
ア
の
心
も
ち
は
い
ぢ
ら
し
い
と
共
に

哀
れ
で
あ
る
。

マ
リ
ア
は
ク
リ
ス
ト
の
言
葉
の
為
に
ヨ
セ
フ
に
恥
ぢ
な

け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
で
あ
ら
う
。
そ
れ
か
ら
彼
女
自
身
の
過
去
も
考

へ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
で
あ
ら
う
。
最
後
に
|
|
或
は
人
気
の
な

い
夜
中
に
突
然
彼
女
を
驚
か
し
た
聖
霊
の
姿
も
思
ひ
出
し
た
か
も
知
れ

t

h

e

 

4
'
H
'
u
v
 

(
「
続
西
方
の
人
」
「
8
或
時
の
マ
リ
ア
」

N
司
頁
)

「
聖
霊
の
子
供
」

で
あ
る
こ
と
を
「
ク
リ
ス
ト
(

a

)

」
が
強
調
す
れ
ば
、

そ
の
裏
返
し
と
し
て
夫
以
外
の
相
手
の
子
供
を
生
ん
で
し
ま
っ
た
こ
と
を
母

「
マ
リ
ア
」
に
思
い
出
さ
せ
て
し
ま
う
。
「
マ
リ
ア
の
聖
霊
に
感
じ
て
苧
ん
だ

こ
と
は
羊
飼
ひ
た
ち
を
騒
が
せ
る
ほ
ど
、
醜
聞
」
(
「
西
方
の
人
」
「

6
羊
飼

ひ
た
ち
」
)

の
「
聖
霊
の
子
供
」
と
し
て

の
「
天
才
的
ジ
ヤ
ア
ナ
リ
ズ
ム
」
は
「
威
力
」
を
持
っ
た
力
強
い
活
動
で
あ

っ
た
の
は
先
に
見
て
来
た
と
お
り
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
影
で
「
醜
聞
」

の
種
と
し
て
周
囲
の
目
に
さ
ら
さ
れ
る
母
「
マ
リ
ア
」
は
傷
ま
し
く
弱
い
存

在
で
あ
る
。
そ
の
弱
い
存
在
「
マ
リ
ア
」
の
子
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
強

い
も
の
と
し
て
振
る
舞
う
「
ク
リ
ス
ト
(

a

)

」
の
矛
盾
を
、
「
ク
リ
ス
ト
よ

り
も
人
生
を
知
り
、
従
っ
て
又
人
生
に
対
す
る
恐
怖
を
抱
い
て
ゐ
る
」
人
た

で
あ
っ
た
。
「
ク
リ
ス
ト
(

a

)

」

n
i
 

a
q
 

ち
は
受
け
入
れ
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。

自
分
を
全
く
の
「
聖
霊
の
子
供
」
で
あ
る
と
信
じ
、
「
マ
リ
ア
」
の
子
つ
ま

り
は
「
人
の
子
」
で
あ
る
こ
と
を
忘
れ
て
人
々
に
向
か
う
「
ク
リ
ス
ト

(a)
」

の
姿
は
次
に
挙
げ
る
箇
所
に
も
描
か
れ
て
い
る
。

ク
リ
ス
ト
の
母
、
美
し
い
マ
リ
ア
は
ク
リ
ス
ト
に
は
必
し
も
母
で
は
な

か
っ
た
。
彼
の
最
も
愛
し
た
も
の
は
彼
の
道
に
従
ふ
も
の
だ
っ
た
。
ク

リ
ス
ト
は
文
情
熱
に
燃
え
立
っ
た
ま
ま
、
大
勢
の
人
々
の
集
っ
た
前
に
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大
胆
に
も
か
う
云
ふ
彼
の
気
も
ち
を
言
ひ
放
す
こ
と
さ
へ
樟
ら
な
か
っ

た
。
マ
リ
ア
は
定
め
し
戸
の
外
に
彼
の
言
葉
を
聞
き
な
が
ら
、
情
然
と

立
っ
て
ゐ
た
こ
と
で
あ
ら
う
。
(
略
)
し
か
し
ク
リ
ス
ト
自
身
も
亦
時
々

は
マ
リ
ア
を
憐
ん
だ
で
あ
ら
う
。
か
が
や
か
し
い
天
国
の
門
を
見
ず
に

あ
り
の
ま
ま
の
イ
エ
ル
サ
レ
ム
を
眺
め
た
時
に
は
。
.

(
「
西
方
の
人
」
「

1
7

背
徳
者
」

M
u
a
頁
)

「
ク
リ
ス
ト
(

a

)

」
が
「
マ
リ
ア
」
を
憐
れ
む
こ
と
は
あ
っ
た
。
し
か
し
、

こ
の
時
点
で
は
「
人
の
子
」
を
自
分
の
菓
性
の
一
部
と
し
て
認
め
て
い
な
い
。

「
ク
リ
ス
ト
の
一
生
の
最
大
の
矛
盾
は
(
略
)
彼
自
身
を
理
解
出
来
な
か
っ

た
こ
と
で
あ
る
。
(
略
)
彼
の
言
葉
は
そ
の
外
に
も
知
何
に
我
々
人
間
の
弱
い

か
と
云
ふ
こ
と
を
教
へ
て
ゐ
る
。
し
か
も
彼
は
彼
自
身
も
や
は
り
弱
い
こ
と

を
忘
れ
て
ゐ
た
。
」
(
「
続
西
方
の
人
」
「
1
2
最
大
の
矛
盾
」
)
と
あ
る
よ
う

に
、
彼
自
身
が
「
人
の
子
」
つ
ま
り
「
弱
い
」
存
在
で
あ
る
こ
と
は
そ
の
生

涯
の
大
部
分
で
「
ク
リ
ス
ト
(

a

)

」
に
忘
れ
ら
れ
て
い
た
。

「
ク
リ
ス
ト
は
『
弧
は
穴
あ
り
。
空
の
鳥
は
巣
あ
り
。
然
れ
ど
も
人
の
子

は
枕
す
る
所
な
し
』
と
言
っ
た
。
彼
の
言
葉
は
恐
ら
く
は
彼
自
身
も
意
識
し

な
か
っ
た
、
恐
し
い
事
実
を
苧
ん
で
ゐ
る
。
我
々
は
狐
や
鳥
に
な
る
外
は
容

易
に
時
の
見
つ
か
る
も
の
で
は
な
い
。
」
(
「
西
方
の
人
」
「
3
7
東
方
の
人
」
)
。

こ
こ
で
「
然
れ
ど
も
人
の
子
は
枕
す
る
所
な
し
」
と
言
っ
た
「
ク
リ
ス
ト

(
a
)
」
は
、
己
が
よ
も
や
「
人
の
子
」
と
し
て
の
憂
き
目
を
見
る
と
は
「
彼

自
身
も
意
識
し
な
か
っ
た
」
で
あ
ろ
う
。
「
聖
霊
の
子
供
」
と
し
て
波
に
乗
っ

て
い
た
「
ク
リ
ス
ト

(
a
)
」
は
自
分
が
「
人
の
子
」
で
あ
る
と
い
う
「
恐
し

い
事
実
」
を
想
像
す
ら
し
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

彼
の
ジ
ヤ
ア
ナ
リ
ズ
ム
や
奇
蹟
は
彼
に
人
々
を
集
ま
ら
せ
て
ゐ
た
。
(
略
)

け
れ
ど
も
ジ
ヤ
ア
ナ
リ
ス
ト
と
な
っ
た
後
、
彼
の
孤
身
を
愛
し
た
の
は

疑
ひ
の
な
い
事
実
で
あ
る
。
(
略
)
こ
の
名
声
の
高
ま
る
と
共
に
自
ら
安

ん
じ
な
い
心
も
ち
は
我
々
に
も
決
し
て
な
い
訣
で
は
な
い
。
ク
リ
ス
ト

は
名
高
い
ジ
ヤ
ア
ナ
リ
ス
ト
に
な
っ
た
。
し
か
し
時
々
大
工
の
子
だ
っ

た
昔
を
懐
が
っ
て
ゐ
た
か
も
知
れ
な
い
。

(
「
続
西
方
の
人
」
「
1
4
孤
身
」

M
S
頁
)

「
ク
リ
ス
ト

(
a
)
」
が
「
聖
霊
の
子
供
」
で
あ
る
こ
と
に
飽
き
て
き
た
様

子
が
右
に
挙
げ
た
箇
所
に
見
え
る
。
「
大
工
の
子
だ
っ
た
昔
」
と
は
、
「
聖
霊

の
子
供
」
で
あ
る
こ
と
を
知
る
以
前
の
「
人
の
子
」
で
あ
っ
た
頃
を
さ
す
。
「
人

の
子
」
で
あ
っ
た
頃
を
懐
か
し
が
る
「
ク
リ
ス
ト
(

a

)

」
に
は
、
そ
れ
が
失

わ
れ
て
し
ま
っ
た
ユ
ー
ト
ピ
ア
の
よ
う
に
感
じ
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
「
人
の
子
」
で
あ
る
こ
と
は
「
聖
霊
の
子
供
」
で
あ
っ
た
と
き
よ
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り
つ
ら
い
現
実
を
彼
に
教
え
た
。
そ
の
こ
と
を
「
ク
リ
ス
ト
(

a

)

」
が
悟
る

の
は
彼
の
生
涯
に
幕
を
閉
じ
る
直
前
で
あ
っ
た
。

ク
リ
ス
ト
は
十
字
架
に
か
か
る
前
に
彼
の
弟
子
た
ち
の
足
を
洗
っ
て
や

っ
た
。
「
ソ
ロ
モ
ン
よ
り
も
大
い
な
る
も
の
」
を
以
て
み
づ
か
ら
任
じ
て

ゐ
た
ク
リ
ス
ト
の
か
う
云
ふ
謙
遜
を
示
し
た
の
は
我
々
を
動
か
さ
ず
に

は
措
か
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
彼
の
弟
子
た
ち
に
教
訓
を
与
へ
る
為

で
は
な
い
。
彼
も
彼
等
と
変
ら
な
い
「
人
の
子
」
だ
っ
た
こ
と
を
感
じ

た
為
に
お
の
づ
か
ら
か
う
云
ふ
所
業
を
し
た
の
で
あ
ら
う
。
(
略
)
マ
リ

ア
は
唯
こ
の
現
世
を
忍
耐
し
て
歩
い
て
行
っ
た
女
人
で
あ
る
。
(
略
)
或

は
ク
リ
ス
ト
の
母
だ
っ
た
と
云
ふ
以
外
に
所
謂
ニ
ウ
ス
・
ヴ
ァ
リ
ュ
ウ

の
な
い
女
人
で
あ
る
。
弟
子
た
ち
の
足
さ
へ
洗
っ
て
や
っ
た
ク
リ
ス
ト

は
勿
論
マ
リ
ア
の
足
も
と
に
ひ
れ
伏
し
た
か
っ
た
こ
と
で
あ
ら
う
。



(
「
続
西
方
の
人
」
「
1
1
或
時
の
ク
リ
ス
ト
」
混
同
頁
)

十
字
架
に
か
か
る
こ
と
を
避
け
ら
れ
な
い
と
感
じ
た
「
ク
リ
ス
ト

(
a
)
」

は
己
が
弱
い
も
の
・
「
人
の
子
」
で
あ
る
こ
と
を
悟
っ
た
。
「
ク
リ
ス
ト
(

a

}

」

の
最
期
の
時
に
つ
い
て
テ
ク
ス
ト
は
次
の
よ
う
に
い
う
。
「
十
字
架
の
上
の
ク

リ
ス
ト
は
畢
に
『
人
の
子
』
に
外
な
ら
な
か
っ
た
。
」
(
「
西
方
の
人
」
「
3
2

ゴ
ル
ゴ
ダ
」
)
。

以
上
見
て
来
た
よ
う
に
正
続
「
西
方
の
人
」
に
描
か
れ
た
「
ク
リ
ス
ト

(
a
ご
は
、
「
聖
霊
」
を
父
に
持
つ
自
分
が
全
く
の
「
聖
霊
の
子
供
」
・
「
天

才
」
で
あ
る
と
信
じ
て
恐
い
も
の
知
ら
ず
な
振
る
舞
い
を
し
て
い
た
と
こ
ろ
、

己
の
処
刑
を
前
に
や
が
て
無
力
さ
を
感
じ
「
人
の
子
』
で
あ
る
こ
と
に
気
づ

か
さ
れ
る
。
言
い
換
え
る
な
ら
ば
、
生
い
立
ち
を
踏
み
台
に
己
の
才
能
を
信

じ
奮
闘
・
成
功
す
る
も
、
結
局
挫
折
を
強
い
ら
れ
る
ま
で
の
人
間
と
し
て
の

ド
ラ
マ
が
描
き
出
さ
れ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

で
は
次
に
、
テ
ク
ス
ト
は
ど
の
よ
う
に
「
ク
リ
ス
ト

(
aご
を
位
置
づ
け

て
い
る
か
見
て
い
き
た
い
。

芥川龍之介・正続 f西方の人j論

五

「
ク
リ
ス
ト

(
a
)
」
が
処
刑
さ
れ
る
件
を
テ
ク
ス
ト
が
ど
の
よ
う
に
捉
え

て
い
る
か
を
、
再
び
一
部
引
用
を
繰
返
す
こ
と
に
な
る
が
、
次
に
確
認
し
た

v¥ 

十
字
架
の
上
の
ク
リ
ス
ト
は
畢
に
「
人
の
子
」
に
外
な
ら
な
か
っ
た
。

/
「
わ
が
神
、
わ
が
神
、
ど
う
し
て
わ
た
し
を
お
捨
て
な
さ
る
?
」
/

勿
論
英
雄
崇
拝
者
た
ち
は
彼
の
言
葉
を
冷
笑
す
る
で
あ
ら
う
。
況
や
聖

霊
の
子
供
た
ち
で
な
い
も
の
は
堆
彼
の
言
葉
の
中
に
「
自
業
自
得
」
を

見
出
す
だ
け
で
あ
る
。
「
エ
リ
、
ヱ
リ
、
ラ
マ
サ
パ
ク
タ
-
ご
は
事
実
上

ク
リ
ス
ト
の
悲
鳴
に
過
ぎ
な
い
。
し
か
し
ク
リ
ス
ト
は
こ
の
悲
鳴
の
為

に
一
層
我
々
に
近
づ
い
た
の
で
あ
る
。
の
み
な
ら
ず
彼
の
一
生
の
悲
劇

を
一
層
現
実
的
に
教
へ
て
く
れ
た
の
で
あ
る
。

〈
「
西
方
の
人
」
「
3
2
ゴ
ル
ゴ
ダ
」
)
民
∞

i
N
S
頁
)

「
人
の
子
」
に
外
な
ら
な
い
「
ク
リ
ス
ト
(

a

)

」
の
十
字
架
上
の
「
悲
鳴
」

は
、
「
ク
リ
ス
ト
(

a

)

」
を
「
我
々
に
近
づ
け
た
」
と
い
い
、
「
彼
の
一
生

の
悲
劇
を
一
層
現
実
的
に
教
へ
て
く
れ
た
」
と
テ
ク
ス
ト
は
い
う
。
こ
こ
で

求
心
力
と
な
っ
た
「
悲
鳴
」
は
「
人
の
子
」
と
し
て
の
も
の
で
あ
る
。
「
聖
霊

の
子
供
」
と
し
て
人
々
を
引
き
つ
け
た
時
と
は
違
う
。
対
照
的
な
例
を
挙
げ

る
な
ら
ば
、
「
彼
(
注
・
「
ク
リ
ス
ト
(

a

)

」
)
の
後
に
生
れ
た
ク
リ
ス
ト
た

ち
の
一
人
」
と
し
て
「
ゲ
エ
テ
」
が
見
ら
れ
る
。
こ
の
場
合
で
は
、
「
我
々
の

ゲ
ヱ
テ
を
愛
す
る
の
は
マ
リ
ア
の
子
供
だ
っ
た
為
で
は
な
い
。
(
略
)
我
々
の

ゲ
エ
テ
を
愛
す
る
の
は
唯
聖
霊
の
子
供
だ
っ
た
為
で
あ
る
。
」
(
「
西
方
の
人
」

「3
6
ク
リ
ス
ト
の
一
生
」
)
と
さ
れ
る
。
こ
の
点
が
「
ク
リ
ス
ト
(

a

)

」

と
「
ゲ
エ
テ
」
と
の
大
き
な
相
違
点
で
あ
ろ
う
。
「
ク
リ
ス
ト
(

a

)

」
は
、

-49-

「
聖
霊
の
子
供
」
と
し
て
だ
け
で
は
な
く
、
「
人
の
子
」
と
し
て
の
そ
の
一
生

も
ま
た
人
々
を
ひ
き
つ
け
る
の
で
あ
る
。
「
ク
リ
ス
ト
の
ジ
ヤ
ア
ナ
リ
ズ
ム
は

貧
し
い
人
た
ち
ゃ
奴
隷
を
慰
め
る
こ
と
に
な
っ
た
。
(
略
)
し
か
し
彼
の
一
生

は
い
つ
も
我
々
を
動
か
す
で
あ
ら
う
。
彼
は
十
字
架
に
か
か
る
為
に
、
ー
ー

ジ
ヤ
ア
ナ
リ
ズ
ム
至
上
主
義
を
推
し
立
て
る
為
に
あ
ら
ゆ
る
も
の
を
犠
牲
に

し
た
。
」
(
「
続
西
方
の
人
」
「
2
2
貧
し
い
人
た
ち
に
」
)
と
あ
る
の
は
、
人

皮
切
心
A
・
「
動
か
す
」
為
に
「
人
の
子
」
と
し
て
の
生
涯
を
捧
げ
た
、
言
わ



芥川龍之介・正続「西方の人j論

ば
自
ら
の
死
を
ジ
ヤ
ア
ナ
リ
ズ
ム
の
対
象
と
し
て
人
々
に
与
え
た
、
「
ク
リ
ス

ト

(
a
)
」
に
対
す
る
感
嘆
の
心
で
あ
ろ
う
。

テ
ク
ス
ト
に
「
聖
霊
の
子
供
」
と
「
人
の
子
」
と
の
聞
で
ゆ
れ
る
「
ク
リ

ス
ト
(

a

)

」
の
葛
藤
の
生
涯
が
描
か
れ
て
い
る
こ
と
は
既
に
の
べ
た
。
し
か

し
、
そ
の
悲
劇
を
悲
劇
と
し
て
鑑
賞
す
る
レ
ベ
ル
に
テ
ク
ス
ト
は
留
ま
っ
て

い
る
の
で
は
な
く
、
さ
ら
に
そ
の
生
涯
が
人
々
の
心
を
引
き
つ
け
る
仕
組
み

を
洞
察
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

以
上
で
「
ク
リ
ス
ト
〈

a)
」
に
関
す
る
考
察
を
終
え
る
。
「
ク
リ
ス
ト
と

云
ふ
人
を
愛
し
出
し
た
。
」
(
「
西
方
の
人
」
「
1

こ
の
人
を
見
よ
」
)
、
「
し

か
し
わ
た
し
は
四
福
音
書
の
中
に
ま
ざ
ま
ざ
と
わ
た
し
に
呼
び
か
け
て
ゐ
る

ク
リ
ス
ト
の
姿
を
感
じ
て
ゐ
る
。
」
(
「
続
西
方
の
人
」
「
1

再
び
こ
の
人
を

見
よ
」
)
な
ど
の
記
述
に
接
す
る
と
、
そ
の
時
点
で
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
の
告
白

と
判
断
を
下
す
恐
れ
が
あ
る
。
し
か
し
、
テ
ク
ス
ト
を
追
っ
て
い
く
と
「
ク

リ
ス
ト

(
a
)
」
に
語
り
手
が
惹
か
れ
て
い
っ
た
理
由
は
、
い
わ
ゆ
る
信
仰
の

営
み
に
は
お
さ
ま
ら
な
い
と
こ
ろ
に
あ
る
。
生
前
か
ら
死
後
に
至
る
ま
で
人

々
を
惹
き
つ
け
た
「
ク
リ
ス
ト

(
a
)
」
の
内
面
や
振
る
舞
い
に
注
目
し
て
い

る
の
だ
。

ま
た
、
こ
の
考
察
は
未
だ
テ
ク
ス
ト
の
一
部
を
見
た
に
過
ぎ
な
い
。
「
ク
リ

ス
ト

(
b
)
」
に
つ
い
て
の
考
察
は
全
く
手
付
か
ず
の
ま
ま
で
あ
る
。
ま
た
、

(

a

)

・
(
b
)
い
ず
れ
に
属
す
る
の
か
判
断
し
づ
ら
い
用
例
も
あ
る
。
例
え

ば
、
「
我
々
は
エ
マ
ヲ
の
旅
び
と
た
ち
の
や
う
に
我
々
の
心
を
燃
え
上
ら
せ
る

ク
リ
ス
ト
を
求
め
ず
に
は
ゐ
ら
れ
な
い
の
で
あ
ら
う
。
」
(
「
続
西
方
の
人
」
「
2

2
貧
し
い
人
た
ち
に
」
)
な
ど
は
、
「
(
注
1
)
」
に
挙
げ
た
よ
う
に
、
「
ク
リ

ス
ト
(

a

)

」
と
と
る
論
が
多
い
が
果
し
て
そ
う
だ
ろ
う
か
、
筆
者
に
は
疑
問

が
残
る
。
今
後
稿
を
改
め
、
そ
の
他
の
問
題
と
併
せ
て
考
察
し
た
い
。

〈注
1
)

正
続
「
西
方
の
人
」
に
関
連
し
て
芥
川
に
信
仰
心
を
看
取
す
る

論
は
「
我
々
は
エ
マ
ヲ
の
旅
び
と
た
ち
の
や
う
に
我
々
の
心
を

燃
え
上
ら
せ
る
ク
リ
ス
ト
を
求
め
ず
に
は
ゐ
ら
れ
な
い
の
で
あ

ら
う
。
」
(
「
続
西
方
の
人
」
「
2
2
貧
し
い
人
た
ち
に
」
)
を
以

て
そ
の
証
左
と
す
る
こ
と
で
共
通
す
る
。
代
表
的
な
論
者
と
し

て
、
関
口
安
義
氏
(
『
芥
川
龍
之
介
と
そ
の
時
代
』
、
平
成
一
一

年
三
月
筑
摩
書
房
)
・
河
泰
厚
氏
(
『
芥
川
龍
之
介
の
基
督
教
思

想
』
、
平
成
一

O
年
五
月
翰
林
書
房
)
・
奥
山
実
氏
〈
『
激
石
・

芥
川
・
太
宰
と
聖
書
』
、
平
成
一

O
年
一
一
月
)
・
曹
紗
玉
氏
(
『
芥

川
龍
之
介
と
キ
リ
ス
ト
教
』
、
平
成
七
年
三
月
翰
林
書
房
)
の

名
が
挙
げ
ら
れ
る
。
ま
た
、
佐
古
純
一
郎
氏
〈
『
芥
川
論
究
』
、

平
成
三
年
八
月
朝
文
社
)
は
「
私
た
ち
は
、
骨
骨
砂
脹
に
よ
っ

て
認
識
さ
れ
な
い
キ
リ
ス
ト
の
認
識
が
、
い
か
に
的
は
ず
れ
に

な
る
も
の
か
を
ま
ざ
ま
ざ
と
芥
川
の
キ
リ
ス
ト
論
に
よ
っ
て
教

え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
J

(
傍
点
マ
マ
、
官
。
頁
〉
と
〈
信
仰
〉

を
否
定
す
る
一
方
で
、
「
我
々
は
エ
マ
ヲ
の
旅
び
と
た
ち
の
や
うママ

に
我
々
の
心
を
燃
え
上
が
ら
せ
る
ク
リ
ス
ト
を
求
め
ず
に
は
い

ら
れ
な
い
の
で
あ
ろ
う
。
/
こ
れ
は
文
字
ど
お
り
芥
川
龍
之
介

Au 

p
h
u
 



芥川龍之介・正続「西方の人j論

が
地
上
に
の
こ
し
た
最
後
の
文
章
で
あ
る
。
つ
ま
り
芥
川
は
、

ヱ
マ
オ
の
旅
人
の
よ
う
に
、
復
活
の
キ
リ
ス
ト
と
の
出
会
い
を

一
節
に
つ
い
て
「
地
上
か
ら
天
上
へ
」
の
誤
記
か
否
か
を
め
ぐ

る
論
争
。
「
地
上
か
ら
天
上
へ
登
る
」
と
吉
田
氏
が
著
書
(
前
出
)

に
引
用
し
て
い
る
の
を
佐
藤
泰
正
氏
が
批
判
す
る
形
(
「
芥
川
龍

之
介
管
見
|
|
近
代
日
本
文
学
と
キ
リ
ス
ト
教
に
関
す
る
一
試

論
」
、
昭
和
三
六
年
九
月
『
国
文
学
研
究
』
)
で
論
争
は
始
ま
っ

た
。
「
天
上
か
ら
地
上
へ
登
る
」
に
二
見
、
い
か
に
も
芥
川
的

な
、
逆
説
的
な
機
知
を
弄
し
た
比
喰
と
も
見
え
る
言
葉
の
な
か

に
、
彼
の
歩
み
を
圧
す
る
抵
抗
感
と
挫
折
の
意
識
が
、
し
た
た

か
に
告
白
さ
れ
て
い
る
J

と
佐
藤
氏
は
述
べ
る
。
こ
れ
に
対
し

て
笹
淵
友
一
氏
は
「
こ
の
一
句
の
『
西
方
の
人
』
の
中
で
の
安

定
性
」
を
問
題
視
し
、
「
結
局
『
地
上
か
ら
天
上
へ
登
る
』
の
誤

植
か
、
原
稿
の
書
き
誤
り
と
解
す
る
の
が
妥
当
」
と
す
る
〈
誤

記
説
〉
の
立
場
を
取
る
〈
「
書
評
・
佐
藤
泰
正
著
『
近
代
日
本
文

学
と
キ
リ
ス
ト
教
・
試
論
』
」
、
昭
和
三
九
年
三
月
『
国
文
学
研

究
』
)
。
以
後
佐
藤
泰
正
氏
は
「
近
代
文
学
と
キ
リ
ス
ト
教
|
|

透
谷
・
芥
川
を
軸
と
し
て
」
(
昭
和
四
四
年
五
月
『
講
座
日
本
文

学
1
0
・
近
代
編

E
』
)
・
「
『
西
方
の
人
』
論
」
(
昭
和
四
五
年

二
月
『
国
語
と
国
文
学
』
)
な
ど
で
〈
反
誤
記
説
〉
を
唱
え
る
。

対
す
る
笹
淵
氏
は
「
芥
川
龍
之
介
と
キ
リ
ス
ト
教
|
|
『
西
方

の
人
』
に
つ
い
て
」
(
昭
和
国
一
年
一
二
月
『
国
文
学
』
〉
・
「
『
西

方
の
人
』
論
」
『
明
治
大
正
文
学
の
分
析
』
(
昭
和
国
五
年
一
一

月
、
明
治
書
院
)
な
ど
で
自
論
を
展
開
す
る
。
な
お
余
談
で
は

あ
る
が
、
佐
藤
善
也
氏
「
天
使
・
悪
魔

-
E
g
g
-
-芥
川
龍

之
介
『
問
中
問
答
』
と
『
西
方
の
人
』
」
(
昭
和
六
三
年
一
二
月

司

E
A

p
h
d
 

そ
の
ゆ
く
て
に
望
み
つ
つ
自
ら
そ
の
生
涯
の
幕
を
閉
じ
た
と
い

う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う

J

C
出
頁
)
と
述
べ
る
。
佐
古

氏
は
、
〈
信
仰
〉
と
い
う
語
を
よ
り
厳
密
に
捉
え
ら
れ
て
い
る
も

の
と
思
わ
れ
る
が
、
こ
こ
で
は
神
と
し
て
の
キ
リ
ス
ト
の
存
在

を
芥
川
が
最
終
的
に
信
じ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
、
信
仰
説
の

一
つ
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

(注
2
)

中
村
真
一
郎
「
解
説
」
『
芭
蕉
雑
記
・
西
方
の
人
』
(
平
成
三

年
一

O
月
岩
波
文
庫
)

(注
3
)

海
老
井
英
次
「
解
説
」
『
株
儒
の
言
葉
・
西
方
の
人
』
(
平
成

五
年
九
月
新
潮
文
庫
)

(注
4
)

田
川
健
三
「
あ
と
が
き
に
代
え
て
」
『
日
本
の
名
随
筆
別
巻

1
0
0
聖
書
』
(
平
成
一
一
年
六
月
作
品
社
)
。
同
様
の
意
見

と
し
て
佐
古
純
一
郎
氏
(
前
出
)
の
も
の
が
あ
る
。
「
芥
川
の
聖

書
解
釈
は
、
じ
っ
さ
い
、
鼻
も
ち
が
な
ら
な
い
く
ら
い
誤
謬
に

満
ち
て
い
る
。
信
仰
の
書
で
あ
る
聖
書
を
信
仰
を
通
さ
な
い
で

解
釈
し
た
の
だ
か
ら
誤
謬
は
む
し
ろ
当
然
だ
っ
た
の
か
も
し
れ

な
い
。
」
。

吉
田
精
一

「
三
十
七
西
方
の
人
」
『
芥
川
龍
之
介
』
(
昭
和

一
七
年
一
二
月
三
省
堂
)

(注
6
)

吉
田
精
て
前
出
。

(注
7
)

「
そ
れ
は
天
上
か
ら
地
上
へ
登
る
為
に
無
残
に
も
折
れ
た
梯

子
で
あ
る
。
」
(
「
西
方
の
人
」
「
3
6
ク
リ
ス
ト
の
一
生
」
)
の

(注
5
)
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『
立
教
大
学
日
本
文
学
』
)
・
笠
井
秋
生
氏
「
『
西
方
の
人
』
|

|
〈
ク
リ
ス
ト
〉
は
果
し
て
芥
川
の
自
画
像
か
」
(
初
出
は
平
成

二
年
七
月
『
梅
花
短
大
国
語
国
文
』
、
『
芥
川
龍
之
介
作
品
研
究
』

〈
平
成
五
年
五
月
双
文
社
〉
所
収
)
な
ど
の
分
析
に
よ
っ
て
、

〈
誤
記
説
〉
は
説
得
力
を
増
し
た
感
が
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
最
近
の
注
釈
書
で
あ
る
神
田
由
美
子
氏
『
保
儒
の
言
葉
・

西
方
の
人
』
(
平
成
七
年
九
月
改
版
新
潮
文
庫
)
及
び
浅
野
洋

氏
『
芥
川
龍
之
介
全
集
第
十
五
巻
』
(
平
成
九
年
一
月
岩
波
書

底
)
な
ど
は
〈
反
誤
記
説
〉
を
支
持
す
る
。

(注
8
〉
笹
淵
友
一
「
芥
川
龍
之
介
『
西
方
の
人
』
新
論
」
(
昭
和
五

二
年
三
月
『
ノ
l
ト
ル
ダ
ム
清
心
女
子
大
学
紀
要
国
語
国
文
学

編
』
、
引
用
本
文
は
『
日
本
文
学
研
究
資
料
新
集
2
0
芥
川
龍

之
介
・
作
家
と
そ
の
時
代
』
〈
昭
和
六
二
年
一
二
月
有
精
堂
〉

に
よ
る
。
)

(注
9
)

笠
井
秋
生
、
注
7
参
照
。

(注
1
0
)

「
西
方
の
人
」
で
は
第
2
5
章
・
第
2
6
章
・
第
2
8
章、

「
続
西
方
の
人
」
で
は
第
1
7
章
で
「
精
霊
」
の
用
例
が
見
ら

れ
る
。
誤
記
か
。

(注
1
1
)

久
保
田
芳
太
郎
、
「
辻
潤
」
(
『
日
本
近
代
文
学
大
事
典
』

第
二
巻
〈
昭
和
五
二
年
一
一
月
講
談
社
〉
出
回
頁
)

(注
1
2
)

ロ
ム
プ
ロ
ゾ
オ
「
天
才
論
」
(
辻
潤
訳
、
大
正
三
年
一
二

月
植
竹
書
院
。
引
用
本
文
は
『
辻
潤
全
集
第
五
巻
』
〈
昭
和
五

七
年
五
月
五
月
書
房
、
さ
∞

1
5。
頁
〉
に
よ
る
。
)

例
え
ば
、
芥
川
の
小
説
「
路
上
」
(
大
正
八
年
六
月
三
O

(注
1
3
)

日
1
同
年
八
月
八
日
『
大
阪
毎
日
新
聞
』
)
第
二
五
章
に
は
、
医

学
士
・
新
田
が
「
い
や
、
実
際
厳
密
な
意
味
で
は
、
普
通
正
気

で
通
っ
て
ゐ
る
人
間
と
精
神
病
患
者
と
の
境
界
線
が
、
存
外
は

っ
き
り
し
て
ゐ
な
い
の
で
す
。
況
ん
や
か
の
天
才
と
称
す
る
連

中
に
な
る
と
、
ま
づ
精
神
病
者
と
の
聞
に
、
全
然
差
別
が
な
い

と
云
っ
て
も
差
支
へ
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
の
差
別
の
な
い
点
を
指

摘
し
た
の
が
、
御
承
知
の
通
り
ロ
ム
プ
ロ
ゾ
オ
の
功
績
で
す
。
」

(
『
芥
川
龍
之
介
全
集
』
第
五
巻
〈
平
成
八
年
三
月
岩
波
書
底
〉

E

頁
)
と
語
っ
て
い
る
。

笠
井
秋
生
、
前
出
。

浅
野
洋
、
注
7
参
照
。

(注
1
4
)

(注
1
5
)

※
正
続
「
西
方
の
人
」
の
引
用
本
文
は
『
芥
川
龍
之
介
全
集
第
十
五
巻
』
(
平

成
九
年
一
月
岩
波
書
庖
)
に
よ
る
。

ワ白FD
 

(
あ
い
か
わ

な
お
ゆ
き
)




