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작 
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오
긴
」
은 

타
이
쇼 

(
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正)

 

十
一
년 

九
월
에 

『
中
央
公
論
』
에 

게
재
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었
다
。
아
쿠
다 

가
와
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천
주
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편
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오
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주
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를 

작
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통
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하
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기
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도
에 
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어
져 

있
었
다
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미 

나
온 

「
오
긴
」
에 

관 

한 

연
구
의 

논
점
은 

첫
째
、
「
오
긴
」
은 

종
교
의 

에
고
이
즘
을 

제 

기
하
고 

있
다
는 

것
과 

둘
째
、
오
긴
의 

棄
教
는 

일
본
적
인 

것
에 

의
한
다
는 

것
으
로 

정
리
된
다
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본
논
문
에
서
는 

이 

두
가
지 

논
점
을 

하
나
하
나 

검
토
함
으
로 

서 

「
오
긴
」
의 

모
티
프
、
棄
教
의 

의
의
에 

대
해 

생
각
해 

보
려 

 

한
다
。  

 

キ
ー
ワ
ー
ド
…
…
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ゴ
イ
ズ
ム 

棄
教 

 

日
本
の
精
神
風
土 

 
 

は
じ
め
に 

  

芥
川
龍
之
介
作
「
お
ぎ
ん
」
は
大
正
十
一
年
九
月
に
『
中
央
公
論
』
に
掲

載
さ
れ
た
。「
お
ぎ
ん
」
は
「
元
和
か
、
寛
永
か
兎
に
角
遠
い
昔
」
の
切
支
丹

信
徒
の
棄
教
の
物
語
で
あ
る
が
、
芥
川
の
作
品
の
中
で
は
現
在
ま
で
そ
れ
ほ

ど
重
要
視
さ
れ
て
き
た
も
の
で
は
な
い
。
芥
川
の
切
支
丹
物
を
研
究
す
る
に

際
し
、
一
編
の
作
品
と
し
て
「
お
ぎ
ん
」
に
焦
点
を
絞
っ
た
論
と
な
る
と
数

は
少
な
い
。 

「
お
ぎ
ん
」に
論
及
し
た
も
の
は
、い
ず
れ
も
お
ぎ
ん
の
棄
教
に
注
目
し
、

そ
こ
に
託
さ
れ
た
作
者
の
動
機
、
意
図
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
て
い
る
。

既
に
出
て
い
る
お
ぎ
ん
に
関
す
る
先
行
研
究
の
論
点
を
ま
と
め
て
み
る
と
主

に
以
下
の
二
種
類
が
あ
る
。 

一 

宗
教
の
エ
ゴ
イ
ズ
ム
問
題
を
提
起
し
た
作
品
で
あ
る 

二 

棄
教
は
日
本
の
精
神
風
土
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た 

 

「
お
ぎ
ん
」が
宗
教
の
エ
ゴ
イ
ズ
ム
問
題
を
提
起
し
た
と
す
る
立
場
に
は
、

美
し
く
み
え
る
信
仰
と
い
う
も
の
も
、
結
局
う
ら
を
か
え
せ
ば
エ
ゴ
イ
ズ
ム

か
ら
で
て
い
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
表
し
て
い
る
と
指
摘
し
て
い
る
駒
尺
喜

美
と
（
駒
尺 

一
九
七
二:

一
三
〇
―
一
三
四
）、「
ア
ガ
ペ
ー
の
愛
に
生
き
て

い
る
と
普
通
見
ら
れ
る
殉
教
者
の
心
理
の
中
に
潜
む
エ
ゴ
イ
ズ
ム
に
注
目
し

て
い
る
一
方
、
同
時
に
、「
肉
親
の
情
」
と
い
う
エ
ゴ
イ
ズ
ム
に
よ
っ
て
神
を

捨
て
る
こ
ろ
び
の
心
理
の
中
に
肉
親
へ
の
「
利
己
の
な
い
愛
」
を
見
て
い
る

の
で
は
な
か
ろ
う
か
」
と
指
摘
し
て
い
る
曺
紗
玉
の
説
（
曺  

一
九
九
五:

一
八
五
）
が
挙
げ
ら
れ
る
。
二
の
よ
う
な
棄
教
は
日
本
の
精
神
風
土
に
よ
る
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も
の
だ
と
み
る
論
と
し
て
は
、
切
支
丹
物
全
般
に
触
れ
て
、
切
支
丹
物
に
「
深

く
底
流
れ
る
宗
教
性
」、「
人
間
の
エ
ゴ
イ
ズ
ム
や
自
己
欺
瞞
を
問
う
倫
理
観
」

を
指
摘
し
、
芥
川
と
キ
リ
ス
ト
教
と
い
う
テ
ー
マ
へ
の
再
検
討
を
提
起
し
た

（
佐
藤 
一
九
七
七
）
佐
藤
泰
正
の
、
お
ぎ
ん
の
棄
教
は
「
一
片
の
無
償
の
愛

（
ア
ガ
ペ
エ
）
の
行
為
」（
佐
藤 

一
九
六
九:

一
一
〇
―
一
一
三
）
に
よ
る
も

の
だ
と
い
う
説
が
あ
る
。
ま
た
、
奥
山
実
は
「
神
（
絶
対
者
）
よ
り
も
、
親

に
孝
、
夫
に
忠
、
こ
れ
が
日
本
教
で
あ
る
」
と
い
い
、
お
ぎ
ん
一
家
の
棄
教

を
こ
の
日
本
教
に
よ
る
も
の
だ
（
奥
山 

一
九
九
五:

一
三
五
―
一
三
七
）
と

指
摘
、
関
口
安
義
は
「
日
本
人
的
肉
親
の
情
が
切
支
丹
信
仰
の
妨
げ
と
な
っ

た
こ
と
が
描
か
れ
て
い
る
」（
関
口 

一
九
九
五:

一
四
一
）
と
指
摘
、
曺
紗
玉

は
「
日
本
に
お
い
て
キ
リ
ス
ト
教
の
浸
透
を
妨
げ
る
日
本
の
精
神
風
土
の
問

題
が
提
起
さ
れ
て
い
る
」（
曺 

一
九
九
五:

一
八
五
）
と
指
摘
し
て
い
る
。
遠

藤
周
作
は
芥
川
が
描
こ
う
と
し
た
の
は
、
キ
リ
ス
ト
教
や
西
洋
の
思
想
に
ふ

れ
て
も
結
局
は
日
本
に
戻
る
、
あ
る
い
は
そ
の
間
に
あ
っ
て
悩
む
と
い
う
姿

（
遠
藤
・
三
好 

一
九
七
二
）
だ
っ
た
と
指
摘
し
て
い
る
。 

筆
者
の
観
点
は
二
に
近
い
も
の
で
あ
る
が
、
全
く
同
じ
で
は
な
い
。 

本
論
で
は
、
ま
ず
、
駒
尺
喜
美
ら
が
提
起
し
た
「
お
ぎ
ん
」
の
宗
教
の
エ

ゴ
イ
ズ
ム
の
問
題
に
つ
い
て
再
検
討
す
る
。
駒
尺
喜
美
は
、
二
律
背
反
の
道

を
歩
む
芥
川
と
い
う
前
提
で
「
お
ぎ
ん
」
を
み
て
い
る
が
、
私
は
、「
お
ぎ
ん
」

と
い
う
作
品
を
も
と
に
、
駒
尺
喜
美
の
論
で
は
説
明
し
に
く
い
い
く
つ
か
の

問
題
点
を
明
ら
か
に
す
る
形
で
「
お
ぎ
ん
」
の
宗
教
の
エ
ゴ
イ
ズ
ム
問
題
を

再
検
討
し
て
い
き
た
い
。
次
に
、
佐
藤
泰
正
ら
は
「
お
ぎ
ん
」
の
棄
教
は
、

「
無
償
の
愛
」「
肉
親
の
情
」
と
い
う
日
本
の
精
神
風
土
の
問
題
に
帰
す
べ
き

棄
教
で
あ
っ
た
と
指
摘
し
て
い
る
が
、
こ
の
論
点
の
問
題
点
を
指
摘
し
、
そ

れ
に
つ
い
て
検
討
す
る
な
か
で
「
お
ぎ
ん
」
の
モ
チ
ー
フ
、
そ
の
棄
教
の
意

義
に
迫
り
た
い
。 

 

一 

宗
教
の
エ
ゴ
イ
ズ
ム
問
題
を
提
起 

 

「
お
ぎ
ん
」
は
宗
教
の
エ
ゴ
イ
ズ
ム
問
題
を
提
起
し
た
作
品
で
あ
る
と
い 

う
説
に
は
い
く
つ
か
の
問
題
点
が
あ
る
と
考
え
る
。
こ
こ
で
は
、
そ
れ
ら
の

問
題
点
を
提
起
し
、「
お
ぎ
ん
」
の
宗
教
の
エ
ゴ
イ
ズ
ム
問
題
を
再
検
討
し
て

い
き
た
い
。 

芥
川
の
切
支
丹
物
と
言
え
ば
、「
奉
教
人
の
死
」「
神
々
の
微
笑
」
な
ど
が 

挙
げ
ら
れ
る
こ
と
は
多
い
も
の
の
、「
お
ぎ
ん
」は
あ
ま
り
重
視
さ
れ
て
な
い
。

「
お
ぎ
ん
」
に
関
す
る
色
々
な
論
考
の
中
に
は
、
は
じ
め
の
部
分
で
も
述
べ

た
が
、「
美
し
く
み
え
る
彼
ら
の
信
仰
と
い
う
も
の
も
、
結
局
う
ら
を
か
え
せ

ば
エ
ゴ
イ
ズ
ム
か
ら
で
て
い
る
の
で
は
な
い
か
、
殉
教
と
い
う
純
粋
に
み
え

る
行
為
も
、
そ
の
底
に
は
や
は
り
己
れ
ひ
と
り
天
国
へ
行
け
ば
よ
い
と
い
う

エ
ゴ
イ
ズ
ム
が
ひ
そ
ん
で
い
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
自
問
自
答
」
な
の

だ
（
駒
尺 

一
九
七
二:

一
三
三
）
と
い
う
よ
う
な
人
間
の
エ
ゴ
イ
ズ
ム
を
描

き
出
す
と
い
う
の
が
芥
川
の
モ
チ
ー
フ
で
は
な
い
か
と
い
う
見
方
も
あ
る
。

芥
川
と
エ
ゴ
イ
ズ
ム
に
つ
い
て
は
多
く
論
じ
ら
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
果
た

し
て
「
お
ぎ
ん
」
も
そ
う
な
の
か
と
私
は
反
問
せ
ざ
る
を
得
な
い
。 

お
ぎ
ん
は
幼
い
と
き
に
親
を
な
く
し
、
カ
ト
リ
ッ
ク
信
者
で
あ
る
孫
七
夫

婦
の
養
女
に
な
り
、「
ま
り
や
」
と
い
う
名
を
も
ら
う
。
幸
せ
に
暮
ら
し
て
い
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た
あ
る
年
の
降
誕
祭
の
夜
、
養
父
母
と
一
緒
に
捕
ら
わ
れ
、
ど
ん
な
水
責
、

火
責
に
も
耐
え
て
い
た
お
ぎ
ん
が
火
炙
り
の
寸
前
に
な
っ
て
棄
教
す
る
。 

 
あ
の
墓
原
の
松
の
か
げ
に
、
眠
つ
て
い
ら
つ
し
や
る
御
両
親
は
、
天
主

の
お
ん
教
も
御
存
知
な
し
、
き
つ
と
今
頃
は
い
ん
へ
る
の
に
、
お
堕
ち
に

な
つ
て
い
ら
つ
し
や
い
ま
せ
う
。
そ
れ
を
今
わ
た
し
一
人
、
は
ら
い
そ
の

門
に
は
ひ
つ
た
の
で
は
、
ど
う
し
て
も
申
し
訣
が
あ
り
ま
せ
ん
。
わ
た
し

は
や
は
り
地
獄
の
底
へ
、
御
両
親
の
跡
を
追
つ
て
参
り
ま
せ
う
。 

 

こ
れ
を
聞
い
て
涙
を
こ
ぼ
し
て
い
る
じ
ょ
あ
ん
な
お
す
み
を
じ
ょ
あ
ん

孫
七
は
「
お
前
も
悪
魔
に
見
入
ら
れ
た
の
か
」
と
叱
り
つ
け
る
が
、
お
す
み

は
次
の
よ
う
に
言
う
。 

 

「
い
え
、
わ
た
し
も
お
供
を
致
し
ま
す
。
け
れ
ど
も
そ
れ
は
―
―
そ
れ

は
」（
中
略
） 

「
け
れ
ど
も
そ
れ
は
は
ら
い
そ
へ
参
り
た
い
か
ら
で
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
。

唯
あ
な
た
の
、
―
―
あ
な
た
の
お
供
を
致
す
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。」（「
お
ぎ

ん
」） 

  

こ
の
や
り
取
り
の
後
、
お
ぎ
ん
の
み
な
ら
ず
、
お
す
み
も
孫
七
も
次
々
と

棄
教
を
申
し
出
る
こ
と
に
な
る
。「
お
ぎ
ん
」
は
、
本
当
に
駒
尺
喜
美
が
言
っ

て
い
る
よ
う
に
た
だ
殉
教
と
い
う
行
為
に
潜
む
エ
ゴ
イ
ズ
ム
を
抉
り
出
し
、

そ
れ
を
批
判
し
、
裁
く
こ
と
を
モ
チ
ー
フ
に
書
か
れ
た
作
品
だ
と
言
え
る
の

か
。
駒
尺
喜
美
は
二
律
背
反
の
道
を
歩
む
芥
川
と
い
う
前
提
で
「
お
ぎ
ん
」

を
み
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
芥
川
の
中
に
は
信
仰
、
殉
教
と
い
う
行
為
に
惹

か
れ
て
い
る
行
為
者
と
そ
の
価
値
を
否
定
す
る
認
識
者
で
あ
る
芥
川
が
い
て
、

信
仰
、
殉
教
と
い
う
も
の
は
、
行
為
者
の
眼
か
ら
み
れ
ば
、
美
し
い
も
の
で

あ
る
が
、
認
識
者
の
眼
か
ら
見
れ
ば
、
人
間
の
エ
ゴ
イ
ズ
ム
に
過
ぎ
な
い
と

い
う
も
の
を
「
お
ぎ
ん
」
で
描
い
て
い
る
と
言
っ
て
い
る
（
駒
尺 

一
九
七
二:

一
三
〇
―
一
三
二
）。
し
か
し
、
私
は
駒
尺
喜
美
の
こ
の
論
に
は
大
き
な
疑
問

を
抱
い
て
い
る
。 

 

ま
ず
、
棄
教
し
た
後
の
お
ぎ
ん
を
描
い
た
部
分
に
出
て
く
る
言
葉
で
あ
る

が
、
棄
教
し
、
泣
き
伏
し
て
い
た
顔
を
挙
げ
た
時
、
お
ぎ
ん
の
「
涙
に
溢
れ

た
眼
に
は
、
不
思
議
な
光
」
が
宿
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
「
お
ぎ
ん
」
の
中
で

重
要
な
意
味
を
持
っ
て
い
る
部
分
だ
と
思
う
が
、
駒
尺
喜
美
の
論
で
は
と
て

も
解
釈
し
に
く
い
面
が
あ
る
。 

 

次
に
、
作
品
の
最
後
の
部
分
に
「
更
に
又
伝
ふ
る
所
に
よ
れ
ば
、
悪
魔
は

そ
の
時
大
歓
喜
の
あ
ま
り
、
大
き
い
書
物
に
化
け
な
が
ら
、
夜
中
刑
場
に
飛

ん
で
ゐ
た
と
云
ふ
。
こ
れ
も
さ
う
無
性
に
喜
ぶ
程
、
悪
魔
の
成
功
だ
つ
た
か

ど
う
か
、
作
者
は
甚
だ
懐
疑
的
で
あ
る
。」
と
書
か
れ
て
あ
る
が
、
作
者
は
な

ぜ
「
懐
疑
的
で
あ
る
」
と
書
い
た
の
か
。
駒
尺
喜
美
も
こ
の
部
分
を
引
用
し

て
い
る
も
の
の
、
何
の
解
釈
も
し
て
い
な
い
。 

 
第
三
に
、「
お
ぎ
ん
」
が
駒
尺
喜
美
の
言
っ
て
い
る
よ
う
に
た
だ
殉
教
と
い

う
行
為
を
批
判
し
、
裁
く
た
め
で
あ
っ
た
な
ら
ば
、
早
く
か
ら
キ
リ
ス
ト
教

へ
の
関
心
、憧
れ
を
示
し
、人
生
の
最
後
の
最
後
に
は
キ
リ
ス
ト
を
書
い
て
、

そ
の
枕
も
と
に
は
た
っ
た
一
冊
の
本
―
―
『
聖
書
』
を
置
い
て
自
ら
自
分
の
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命
を
絶
っ
た
芥
川
に
と
っ
て
『
聖
書
』
は
な
ん
だ
っ
た
の
か
。
単
に
人
間
の

エ
ゴ
イ
ズ
ム
を
描
く
た
め
に
信
仰
、
殉
教
問
題
を
取
り
扱
っ
た
の
か
。 

 

駒
尺
喜
美
は
、「
お
ぎ
ん
」
は
宗
教
の
エ
ゴ
イ
ズ
ム
問
題
を
提
起
し
た
と
言

っ
て
い
る
。
確
か
に
芥
川
は
エ
ゴ
イ
ズ
ム
に
拘
っ
た
。
し
か
し
、
芥
川
は
単

に
エ
ゴ
イ
ズ
ム
に
拘
っ
た
と
い
う
よ
り
、
エ
ゴ
イ
ズ
ム
の
無
い
愛
を
追
求
し

て
き
た
と
言
っ
た
ほ
う
が
も
っ
と
い
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。 

周
知
の
よ
う
に
、
芥
川
の
「
エ
ゴ
イ
ズ
ム
を
離
れ
た
愛
」
の
追
求
は
、
彼

が
少
年
時
代
か
ら
接
触
し
て
き
た『
聖
書
』と
深
い
関
わ
り
を
持
っ
て
い
る
。

芥
川
は
少
年
時
代
か
ら
キ
リ
ス
ト
教
へ
関
心
や
憧
れ
を
示
し
て
い
た
。
こ
れ

は
、
キ
リ
ス
ト
教
の
こ
と
を
明
治
四
十
一
、
二
年
府
立
三
中
四
、
五
年
頃
の

「
老
狂
人
」
で
書
い
た
こ
と
、
日
本
近
代
文
学
館
の
「
芥
川
龍
之
介
文
庫
」

に
あ
る
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
大
学
出
版
部
刊
のTH
E  N

EW
 TESTAM

EN
T

の
扉
横
見
返
し
に
「
一
高
在
学
中
井
川
君
よ
り
贈
ら
る
」
と
書
か
れ
て
あ
る

こ
と
（
高
堂 

一
九
七
五
）、
宮
坂
覚
氏
に
よ
っ
て
確
認
さ
れ
て
い
る
が
、
明

治
四
十
五
年
頃
長
崎
太
郎
な
ど
の
級
友
と
と
も
に
教
会
に
出
席
、
キ
リ
ス
ト

教
へ
関
心
を
示
し
て
い
た
こ
と
（
宮
坂 

一
九
七
一
）
な
ど
か
ら
十
分
察
知
で

き
る
。 

芥
川
が
吉
田
弥
生
と
の
結
婚
を
断
念
し
た
時
で
あ
る
が
、
彼
は
一
九
一
五
年

三
月
九
日
付
で
井
川
恭
に
「
イ
ゴ
イ
ズ
ム
を
は
な
れ
た
愛
の
存
在
を
疑
う
」
と

い
う
便
り
を
出
す
。
ま
た
同
じ
日
付
で
、
大
学
で
哲
学
を
専
修
し
て
い
る
藤
岡

蔵
六
宛
て
に
も
手
紙
を
出
す
が
、
そ
の
手
紙
か
ら
は
「
エ
ゴ
イ
ズ
ム
を
は
な
れ

た
愛
」
を
聖
書
か
ら
求
め
よ
う
と
す
る
姿
勢
が
窺
え
る
。
手
紙
は
次
の
よ
う
な

短
歌
の
連
作
か
ら
な
っ
て
い
る
。（
関
口 

一
九
九
二:

五
四
―
五
五
） 

  
 

わ
が
心
ま
す
ら
を
さ
び
ね
一
す
ぢ
に
い
き
の
命
の
道
を
た
ど
り
ね 

 
 

か
ば
か
り
に
苦
し
き
も
の
と
今
か
知
る
「
涙
の
谷
」
を
ふ
み
ま
ど
ふ
こ
と 

 
 

ほ
こ
ら
か
に
恒
河
砂
び
と
を
な
み
し
た
る
あ
れ
に
は
あ
れ
ど
わ
れ
に
や
は
あ
ら
ぬ 

 
 

か
な
し
さ
に
涙
も
た
れ
ず
ひ
た
ぶ
る
に
わ
が
目
守
な
る
わ
が
命
は
も 

 
 

罌
栗
よ
り
も
小
さ
く
い
や
し
き
わ
が
身
ぞ
と
知
る
う
れ
し
さ
は
か
な
し
さ
に
似
る 

 
 

わ
れ
と
わ
が
心
を
蔑
し
つ
く
し
た
る
そ
の
あ
か
つ
き
は
ほ
が
ら
か
な
り
な 

 
 

い
や
し
み
し
わ
が
心
よ
り
ほ
の
ほ
の
と
朝
明
の
光
も
れ
出
で
に
け
り 

 
 

わ
が
友
は
お
ほ
ら
か
な
り
や
か
く
ば
か
り
思
ひ
上
が
れ
る
我
を
と
が
め
ず 

 
 

い
た
ま
し
く
わ
が
た
ま
し
ひ
の
な
や
め
る
を
知
り
ね
わ
が
友
汝
は
友
な
れ
ば 

 
 

や
す
ら
か
に
も
の
語
る
可
き
日
も
あ
ら
む
天
つ
日
影
を
仰
ぐ
日
も
あ
ら
む 

 
 

あ
か
と
き
か
は
た
た
そ
が
れ
か
わ
か
ね
ど
も
う
す
ら
明
り
の
わ
れ
に
来
た
れ
る 

 
 

わ
が
心
や
ゝ
な
ご
み
た
る
の
ち
に
し
て
詩
篇
を
よ
む
は
涙
ぐ
ま
し
も 

 

こ
の
詩
の
中
の
「
わ
が
心
や
ゝ
な
ご
み
た
る
の
ち
に
し
て
詩
篇
を
よ
む
は

涙
ぐ
ま
し
も
」
等
か
ら
は
、
悲
し
み
に
陥
っ
た
芥
川
が
『
聖
書
』
の
「
詩
篇
」

に
慰
め
と
平
安
を
得
た
こ
と
が
分
か
る
。「
詩
篇
」
は
信
仰
心
に
溢
れ
る
詩
人

と
神
と
の
出
会
い
の
中
か
ら
湧
き
出
た
詩
で
人
々
に
慰
め
、
助
け
を
与
え
て

く
れ
る
詩
だ
と
い
わ
れ
て
い
る
。
芥
川
は
こ
こ
か
ら
「
イ
ゴ
イ
ズ
ム
を
は
な

れ
た
愛
」
を
求
め
た
の
で
あ
る
。 

芥
川
は
い
ち
早
く
人
間
の
愛
と
エ
ゴ
に
目
覚
め
た
の
で
あ
る
。
悲
し
い
失

恋
事
件
に
よ
っ
て
、
芥
川
は
愛
と
エ
ゴ
に
つ
い
て
深
く
考
え
さ
せ
ら
れ
、
手

紙
で
も
言
っ
て
い
る
よ
う
に
「
イ
ゴ
イ
ズ
ム
を
は
な
れ
た
愛
」
を
聖
書
か
ら



芥川龍之介の「おぎん」の棄教について（崔） 

 ( 23 )

求
め
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。 

 
芥
川
は
「
イ
ゴ
イ
ズ
ム
を
は
な
れ
た
愛
」
に
理
想
を
見
て
い
た
。
芥
川
は

い
ろ
ん
な
愛
を
追
求
し
た
。「
お
ぎ
ん
」
で
も
神
の
愛
、
肉
親
の
愛
を
問
題
と

し
て
提
起
し
て
い
る
。
し
か
し
、
果
た
し
て
こ
れ
が
芥
川
の
言
お
う
と
し
た

も
の
で
あ
っ
た
か
。
こ
の
「
イ
ゴ
イ
ズ
ム
を
は
な
れ
た
愛
」
の
問
題
は
、
芥

川
が
提
起
し
よ
う
と
す
る
問
題
の
一
環
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
一
方
で
、

芥
川
が
最
終
的
に
「
イ
ゴ
イ
ズ
ム
を
は
な
れ
た
愛
」
を
信
じ
え
た
か
と
な
る

と
、
こ
れ
も
疑
問
で
あ
る
。「
お
ぎ
ん
」
は
こ
う
し
た
芥
川
の
信
仰
に
対
す
る

複
雑
な
姿
勢
を
投
影
さ
せ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。 

 

な
ぜ
、
こ
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
の
か
、
そ
れ
は
「
二
」
で
具
体
的
に
述

べ
よ
う
と
思
う
。 

 

二 

日
本
の
精
神
風
土
に
よ
る
も
の 

 

 

は
じ
め
の
部
分
で
述
べ
た
よ
う
に
お
ぎ
ん
の
棄
教
は
、「
一
片
の
無
償
の
愛

（
ア
ガ
ペ
エ
）
の
行
為
」（
佐
藤 

一
九
六
九
）
に
よ
る
も
の
、「
日
本
人
的
肉

親
の
情
」
に
よ
る
も
の
（
関
口 

一
九
九
五
）
だ
と
い
う
説
が
あ
る
。
し
か
し
、

芥
川
が
作
品
「
お
ぎ
ん
」
で
言
お
う
と
し
た
の
は
、
佐
藤
泰
正
、
関
口
安
義

が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
な
「
無
償
の
愛
」「
肉
親
の
情
」
だ
け
だ
っ
た
の
で
あ

ろ
う
か
。「
一
」
で
も
述
べ
た
が
、
私
は
こ
の
「
無
償
の
愛
」（「
イ
ゴ
イ
ズ
ム

を
は
な
れ
た
愛
」）
の
問
題
は
、
芥
川
が
提
起
し
よ
う
と
す
る
問
題
の
一
環
に

過
ぎ
な
い
と
思
う
。
芥
川
は
ぎ
り
ぎ
り
の
状
況
の
中
に
、
信
仰
と
「
無
償
の

愛
」、「
肉
親
の
情
」を
重
ん
じ
る
日
本
的
な
も
の
と
い
う
選
択
肢
を
お
い
て
、

唯
一
の
可
能
な
選
択
肢
と
し
て
、
お
ぎ
ん
の
棄
教
を
描
い
て
い
る
。
お
ぎ
ん

は
処
刑
直
前
に
棄
教
を
申
し
出
る
が
、
そ
の
こ
と
は
即
キ
リ
ス
ト
教
を
捨
て

る
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
こ
に
「
お
ぎ
ん
」
論
の
最
大
の
難

問
が
あ
る
。 

お
ぎ
ん
の
棄
教
前
後
の
場
面
は
、「
一
」
で
す
で
に
引
用
し
て
い
る
。
従
来

の
「
お
ぎ
ん
」
論
は
そ
う
し
た
展
開
に
対
し
て
、
ど
の
よ
う
な
解
釈
が
適
当

で
あ
る
か
を
巡
っ
て
行
わ
れ
て
き
た
。「
御
両
親
の
跡
を
追
つ
て
参
り
ま
せ

う
」
と
い
う
親
へ
の
孝
と
い
う
べ
き
愛
、「
唯
あ
な
た
の
、
―
―
あ
な
た
の
お

供
を
致
す
の
で
ご
ざ
い
ま
す
」
と
い
う
夫
へ
の
忠
と
い
う
べ
き
愛
、
こ
れ
ら

の
答
え
か
ら
「
一
片
の
無
償
の
愛
（
ア
ガ
ペ
エ
）
の
行
為
」（
佐
藤 

一
九
六

九:

一
一
〇
―
一
一
三
）
に
よ
る
も
の
、「
日
本
人
的
肉
親
の
情
」
に
よ
る
も

の
（
関
口 

一
九
九
五:

一
四
一
―
一
四
五
）
だ
と
い
う
説
が
で
る
の
も
無
理

が
な
い
と
思
う
。 

お
ぎ
ん
一
家
は
「
な
た
ら
の
夜
に
捕
は
れ
た
と
云
ふ
の
は
、
天
寵
の
厚
い

証
拠
」
だ
と
思
っ
て
い
た
の
で
、「
水
責
や
火
責
に
遇
つ
て
も
」
彼
等
は
信
仰

を
捨
て
る
こ
と
が
な
か
っ
た
。
ま
た
「
天
主
の
大
恩
を
思
へ
ば
、
こ
の
暗
い

土
の
牢
さ
へ
、
そ
の
儘
「
は
ら
い
そ
」
の
荘
厳
と
変
り
は
な
い
」
と
思
い
、

「
尊
い
天
使
や
聖
徒
は
、
夢
と
も
う
つ
つ
と
も
つ
か
な
い
中
に
、
屢
彼
等
を

慰
め
に
来
た
」
こ
と
は
恵
み
、
幸
福
だ
と
思
っ
て
い
た
。
こ
の
よ
う
に
お
ん

教
を
信
ず
る
の
が
こ
の
上
な
い
幸
せ
だ
と
信
じ
、
ど
ん
な
刑
に
も
耐
え
て
き

て
、
刑
場
に
行
く
途
中
ま
で
も
「
恐
れ
る
気
色
は
見
え
な
か
つ
た
」
彼
ら
で

あ
っ
た
が
、
刑
場
か
ら
天
主
の
お
ん
教
も
知
ら
ず
に
死
ん
だ
生
父
母
の
墓
を

眺
め
た
お
ぎ
ん
は
棄
教
す
る
。
刑
が
怖
く
て
で
は
な
い
、
死
に
た
く
な
い
わ
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け
で
も
な
い
、
信
仰
心
が
な
く
な
っ
た
わ
け
で
も
な
い
。
そ
れ
は
、
生
父
母

は
キ
リ
ス
ト
教
を
知
る
こ
と
も
な
く
、「
異
端
宗
教
」
を
信
じ
続
け
「
い
ん
へ

る
の
」
に
落
ち
て
い
る
の
に
、
自
分
だ
け
が
「
は
ら
い
そ
」
に
入
れ
な
い
と

の
こ
と
だ
っ
た
。
お
ぎ
ん
の
棄
教
は
、
こ
の
よ
う
に
孝
の
た
め
に
棄
教
し
た

こ
と
に
大
き
な
意
味
を
持
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。 

中
国
で
は
、「
孝
德
之
本
也
。
教
之
所
由
生
也
。」（『
孝
経
』
開
宗
明
義
） 

と
し
、「
忠
」
の
精
神
は
個
人
の
道
徳
修
養
と
し
て
早
く
か
ら
重
視
さ
れ
て
き

た
。「
お
ぎ
ん
」
か
ら
は
、「
身
體
髪
膚
受
之
父
母
。
不
敢
毁
傷
，
孝
之
始
也
。

立
身
行
道
，
揚
名
於
後
世
，
以
顯
父
母
，
孝
之
終
也
。」（『
孝
経
』
開
宗
明
義
） 

と
い
う
よ
う
な
「
孝
」
を
重
ん
じ
る
精
神
、「
之
死
矢
靡
他
」（『
詩
経
』
邶
風 

柏
舟
）
と
い
う
よ
う
な
夫
へ
の
「
忠
」
の
精
神
が
窺
え
る
。
こ
れ
は
中
国
儒

家
の
主
な
精
神
の
一
つ
で
、
日
本
に
与
え
た
影
響
も
大
き
い
。 

お
ぎ
ん
も
、
お
す
み
も
そ
の
中
の
一
人
で
あ
る
と
見
て
も
い
い
の
で
は
な

い
か
と
い
う
解
釈
は
当
然
成
立
し
そ
う
だ
。
処
刑
直
前
の
お
ぎ
ん
は
、
棄
教

を
宣
言
す
る
際
「
生
父
母
」
を
見
捨
て
て
、
自
分
だ
け
「
は
ら
い
そ
」
へ
行

く
こ
と
へ
の
後
ろ
め
た
さ
を
語
っ
て
い
る
。
こ
こ
か
ら
当
然
の
よ
う
に
、
お

ぎ
ん
の
精
神
に
住
み
付
い
て
い
る
儒
教
的
な
「
孝
」
の
束
縛
を
指
摘
す
る
こ

と
が
で
き
る
。
キ
リ
ス
ト
教
の
敬
虔
な
信
者
で
あ
っ
た
と
は
い
え
、
日
本
と

い
う
風
土
が
も
た
ら
し
た
根
強
い
観
念
を
断
ち
切
る
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た

と
い
う
こ
と
だ
。 

 

そ
れ
で
は
、
お
ぎ
ん
の
棄
教
を
た
だ
儒
教
の
「
孝
」
を
重
ん
じ
る
精
神
に

支
配
さ
れ
て
い
た
か
ら
と
片
付
け
て
い
い
も
の
か
。
佐
藤
泰
正
や
関
口
安
義

な
ど
は
、も
っ
ぱ
ら
こ
う
し
た
観
点
か
ら
お
ぎ
ん
の
棄
教
を
み
た
の
だ
ろ
う
。 

曺
紗
玉
は
お
ぎ
ん
の
棄
教
問
題
に
つ
い
て『
芥
川
龍
之
介
と
キ
リ
ス
ト
教
』

（
曺 

一
九
九
五:

一
八
五
―
一
八
六
）
の
中
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。 

 

キ
リ
ス
ト
教
の
天
使
も
悪
魔
も
こ
の
日
本
と
い
う
国
で
は
勝
利
し
な

い
の
で
あ
る
。「
親
孝
行
」
と
い
う
、
封
建
的
と
も
言
え
る
日
本
の
土
着

の
倫
理
に
よ
っ
て
棄
教
者
と
な
る
こ
と
が
、キ
リ
ス
ト
教
的
に
言
え
ば
、

「
流
人
と
な
れ
る
え
わ
の
子
供
」
と
し
て
裁
か
れ
る
は
ず
の
も
の
で
は

あ
る
が
、「
あ
ら
ゆ
る
人
間
の
心
」
と
し
て
の
肉
親
の
情
愛
に
よ
る
裏
切

り
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
赦
さ
れ
る
の
か
赦
さ
れ
な
い
の
か
を
芥
川

は
自
分
の
問
題
と
し
て
問
う
て
い
る
の
で
あ
る
。 

  

曺
紗
玉
は
キ
リ
ス
ト
教
的
に
言
え
ば
、
ど
ん
な
理
由
で
あ
れ
、
棄
教
は
裁

か
れ
る
は
ず
の
も
の
で
は
あ
る
が
、「
あ
ら
ゆ
る
心
」
を
表
し
た
「
孝
道
」
を

選
び
、「
日
本
の
霊
」
に
従
う
ほ
う
が
人
間
ら
し
い
と
い
う
こ
と
を
芥
川
が
訴

え
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
言
っ
て
い
る
。
ま
た
、
遠
藤
周
作
は
キ
リ
ス
ト

教
や
西
洋
の
思
想
に
ふ
れ
て
も
結
局
は
日
本
に
戻
る
、
あ
る
い
は
そ
の
間
に

あ
っ
て
悩
む
と
い
う
姿
（
遠
藤
・
三
好 

一
九
七
二
）
だ
っ
た
と
指
摘
し
て
い

る
。 確

か
に
芥
川
に
と
っ
て
親
孝
行
は
大
き
な
課
題
だ
っ
た
と
思
う
。
大
事
な

初
恋
が
親
に
猛
反
対
さ
れ
た
時
、
芥
川
は
親
孝
行
と
い
う
選
択
を
し
、
初
恋

へ
の
思
い
を
断
念
す
る
。
西
洋
の
思
想
の
影
響
を
受
け
た
芥
川
と
し
て
み
れ

ば
、
相
手
が
私
生
児
で
あ
れ
、
な
ん
で
あ
れ
関
係
な
か
っ
た
と
思
う
。
し
か

し
、
代
々
御
用
部
屋
坊
主
を
つ
と
め
た
江
戸
時
代
か
ら
続
く
旧
家
の
主
に
と
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っ
て
は
大
き
な
問
題
で
あ
っ
た
と
思
う
し
、
ま
た
、
そ
こ
で
生
れ
育
っ
た
彼

は
結
局
親
孝
行
を
取
る
。
こ
の
失
恋
で
彼
は
深
く
傷
つ
き
、
長
い
間
苦
し
ん

だ
そ
う
だ
（
関
口 

一
九
九
二:

二
十
―
二
三
）
が
、
こ
の
よ
う
な
思
い
か
ら

見
れ
ば
、
曺
紗
玉
、
遠
藤
の
説
は
一
理
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
筆
者

は
些
か
疑
問
を
感
じ
る
。 

 

も
し
そ
の
時
足
も
と
の
お
ぎ
ん
が
泣
き
伏
し
た
顔
を
挙
げ
ず
に
ゐ
た
ら
、

―
―
い
や
、
も
う
お
ぎ
ん
は
顔
を
挙
げ
た
。
し
か
も
涙
に
溢
れ
た
眼
に

は
、
不
思
議
な
光
を
宿
し
な
が
ら
、
ぢ
つ
と
彼
を
見
守
つ
て
ゐ
る
。
こ

の
眼
の
奥
に
閃
い
て
ゐ
る
の
は
、
無
邪
気
な
童
女
の
心
ば
か
り
で
は
な

い
。「
流
人
と
な
れ
る
え
わ
の
子
供
」、
あ
ら
ゆ
る
人
間
の
心
で
あ
る
。 

 こ
れ
は
、
棄
教
し
た
後
の
お
ぎ
ん
を
描
い
た
部
分
で
あ
る
。「
一
」
で
ま

だ
解
い
て
な
い
疑
問
で
も
あ
る
が
、
こ
こ
で
注
目
す
べ
き
は
、「
不
思
議
な
光

を
宿
し
な
が
ら
」
と
あ
る
点
で
あ
る
。「
一
」
で
も
言
っ
た
が
、
駒
尺
喜
美
の

論
で
は
、「
不
思
議
な
光
」
へ
の
言
及
は
な
い
。
も
し
、
芥
川
が
土
着
倫
理
に

敗
れ
た
キ
リ
ス
ト
教
を
描
こ
う
と
し
た
な
ら
、「
涙
に
溢
れ
た
眼
に
は
、
不
思

議
な
光
を
宿
し
」
て
い
る
と
い
う
必
要
が
な
い
の
で
は
な
い
か
。
曺
紗
玉
（
曺 

一
九
九
五:

一
八
五
―
一
八
六
）
は
「
ま
り
や
」
お
ぎ
ん
に
は
「
涙
の
谷
」
を

あ
ゆ
む
「
永
遠
に
守
ら
ん
と
す
る
も
の
」
と
し
て
の
マ
リ
ア
の
イ
メ
ー
ジ
が

与
え
ら
れ
て
い
る
と
解
釈
し
て
い
る
が
、
棄
教
後
の
お
ぎ
ん
の
目
の
「
不
思

議
な
光
」
に
つ
い
て
は
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。 

 

お
ぎ
ん
の
目
の
奥
に
閃
い
て
い
る
の
は
、「
無
邪
気
な
童
女
の
心
」
ば

か
り
で
は
な
い
。
と
い
う
こ
と
は
「
永
遠
に
守
ら
ん
と
す
る
も
の
」
マ
リ

ア
の
心
ば
か
り
で
は
な
い
。
悪
魔
に
さ
ら
わ
れ
て
「
流
人
と
な
れ
る
え
わ

の
子
供
」、「
あ
ら
ゆ
る
人
間
の
こ
こ
ろ
」
を
指
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
す

な
わ
ち
楽
園
を
追
わ
れ
た
エ
バ
の
子
、「
流
人
」、「
放
浪
者
」、
カ
イ
ン
の

末
裔
と
し
て
の
人
間
の
心
で
あ
ろ
う
か
。 

あ
る
い
は
「
日
本
の
霊
」
の
「
不
思
議
な
光
」
が
、
悪
魔
の
中
へ
と
、

「
流
人
と
な
れ
る
え
わ
の
子
供
」
の
心
へ
と
導
い
て
い
る
か
も
知
れ
な
い
。 

 「
不
思
議
な
光
」
は
、
悪
魔
に
さ
ら
わ
れ
た
人
間
の
心
を
表
し
て
い
る
の

か
、「
日
本
の
霊
」
に
よ
っ
て
悪
魔
の
中
に
入
る
か
曺
紗
玉
の
こ
の
説
は
や
や

不
明
瞭
で
あ
る
。
こ
こ
の
「
不
思
議
な
光
」
は
、
お
ぎ
ん
が
お
ぎ
ん
な
り
に

キ
リ
ス
ト
教
を
受
け
入
れ
た
証
で
あ
る
と
解
説
し
た
ほ
う
が
適
切
で
は
な
か

ろ
う
か
。
棄
教
の
理
由
を
述
べ
た
お
ぎ
ん
は
、
最
後
に
「
そ
の
代
わ
り
お
ん

教
を
捨
て
た
上
は
、
わ
た
し
は
生
き
て
は
居
ら
れ
ま
せ
ん
」
と
ま
で
言
っ
て

泣
き
伏
せ
る
。
棄
教
を
す
る
が
、
棄
教
を
し
た
上
は
生
き
て
い
ら
れ
な
い
と

い
う
言
葉
は
、
お
ぎ
ん
は
死
ぬ
の
が
怖
く
て
棄
教
す
る
の
で
は
な
い
と
い
う

こ
と
を
も
う
一
度
強
調
し
て
い
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
泣
き
伏
せ
て
い
た
顔
を

挙
げ
た
時
、
涙
に
溢
れ
た
お
ぎ
ん
の
眼
は
「
不
思
議
な
光
」
を
宿
し
て
い
た

の
だ
。
こ
こ
か
ら
は
お
ぎ
ん
の
心
の
変
化
が
十
分
読
み
取
れ
る
。 

お
ぎ
ん
の
心
に
は
ど
ん
な
変
化
が
起
こ
っ
た
の
か
。
こ
こ
で
は
、「
流
人

と
な
れ
る
え
わ
の
子
供
」
と
い
う
言
葉
に
注
目
し
て
見
た
い
。
こ
れ
は
棄
教

す
る
前
の
お
ぎ
ん
の
祈
り
の
中
の
言
葉
で
あ
る
。
敬
虔
な
信
徒
で
あ
っ
た
お
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ぎ
ん
の
祈
り
言
葉
で
棄
教
し
た
後
の
お
ぎ
ん
を
描
い
た
の
は
な
ん
だ
っ
た
の

か
。
曺
紗
玉
も
こ
の
言
葉
に
注
目
し
て
い
る
が
、
曺
紗
玉
（
曺 

一
九
九
五:

一
八
五
―
一
八
六
）
は
「
流
人
と
な
れ
る
え
わ
の
子
供
」、「
あ
ら
ゆ
る
人
間

の
心
」
は
「
す
な
わ
ち
楽
園
を
追
わ
れ
た
エ
バ
の
子
、「
流
人
」「
放
浪
者
」、

カ
イ
ン
の
末
裔
と
し
て
の
人
間
の
心
で
あ
ろ
う
か
」
と
い
っ
て
い
る
。
曺
紗

玉
だ
け
で
な
く
、
こ
の
言
葉
に
注
目
し
て
き
た
先
行
研
究
は
ほ
と
ん
ど
同
じ

見
解
だ
っ
た
。
し
か
し
、
私
は
「
お
ん
教
」
を
信
じ
て
い
る
人
を
「
流
人
と

な
れ
る
え
わ
の
子
供
」
で
表
現
し
よ
う
と
し
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
な

ぜ
な
ら
、「
流
人
と
な
れ
る
え
わ
」
と
い
う
の
が
、
旧
約
聖
書
の
創
世
記
第
二

章
に
出
て
く
る
最
初
の
人
類
の
女
性
で
、
罪
を
犯
し
、
楽
園
を
追
い
出
さ
れ

た
罪
人
で
あ
る
が
、
キ
リ
ス
ト
教
の
信
者
の
経
典
の
こ
の
一
章
を
引
用
し
た

こ
と
、
こ
れ
が
ま
た
、
敬
虔
な
信
徒
で
あ
っ
た
お
ぎ
ん
の
祈
り
の
中
の
一
句

で
も
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
特
に
作
者
は
棄
教
し
た
後
の
お
ぎ
ん
に
、
キ
リ

ス
ト
教
信
者
に
と
っ
て
は
大
事
な
こ
と
で
あ
る
罪
人
認
識
を
加
え
、
彼
女
な

り
の
キ
リ
ス
ト
教
の
受
け
入
れ
方
、
も
っ
と
深
く
言
う
な
ら
ば
、
日
本
人
式

の
キ
リ
ス
ト
教
の
受
け
入
れ
方
と
い
う
も
の
を
語
ろ
う
と
し
た
の
で
は
な
か

ろ
う
か
。
こ
れ
は
、
物
語
の
最
後
の
語
り
手
の
言
葉
か
ら
も
感
じ
ら
れ
る
。

こ
の
部
分
に
触
れ
て
い
る
先
行
研
究
は
ま
だ
な
い
。
そ
こ
に
は
次
の
よ
う
に

書
か
れ
て
あ
る
。 

 

更
に
又
伝
ふ
る
所
に
よ
れ
ば
、
悪
魔
は
そ
の
時
大
歓
喜
の
あ
ま
り
、
大

き
い
書
物
に
化
け
な
が
ら
、
夜
中
刑
場
に
飛
ん
で
ゐ
た
と
云
ふ
。
こ
れ

も
さ
う
無
性
に
喜
ぶ
程
、
悪
魔
の
成
功
だ
つ
た
か
ど
う
か
、
作
者
は
甚

だ
懐
疑
的
で
あ
る
。 

 

こ
れ
は
、
お
ぎ
ん
一
家
が
棄
教
し
た
後
の
語
り
手
の
言
葉
で
あ
る
が
、
お

ぎ
ん
が
完
全
に
信
仰
を
捨
て
た
な
ら
ば
、
悪
魔
の
成
功
で
あ
る
と
言
い
切
る

事
が
で
き
る
が
、
お
ぎ
ん
は
お
ぎ
ん
な
り
に
キ
リ
ス
ト
教
を
受
け
入
れ
た
の

で
、「
さ
う
無
性
に
喜
ぶ
程
、
悪
魔
の
成
功
」
で
は
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い

う
ふ
う
に
作
者
は
言
っ
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。 

前
で
も
指
摘
し
た
が
、
芥
川
の
キ
リ
ス
ト
教
へ
の
関
心
や
憧
れ
は
少
年
時

代
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
前
に
彼
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
も
の
が

あ
り
、
そ
れ
は
代
々
御
用
部
屋
坊
主
を
つ
と
め
た
江
戸
時
代
か
ら
続
く
旧
家

で
小
さ
い
時
か
ら
受
け
た
伝
統
文
化
の
教
育
で
あ
っ
た
。
芥
川
の
早
期
教
育

は
伯
母
フ
キ
に
よ
る
も
の
で
、
養
家
の
本
箱
に
は
草
双
紙
が
い
っ
ぱ
い
詰
ま

っ
て
い
て
、
芥
川
は
「
僕
は
も
の
心
の
つ
い
た
頃
か
ら
こ
れ
等
の
草
双
紙
を

愛
読
し
て
ゐ
た
。
特
に
『
西
遊
記
』
を
翻
案
し
た
『
金
毘
羅
利
生
記
』
を
愛

読
し
て
ゐ
た
」
と
芥
川
の
後
年
の
回
想
「
追
憶
」（
芥
川 

一
九
一
一
―
一
九

一
三
）
で
言
っ
て
い
る
。「
も
の
心
の
つ
い
た
頃
か
ら
」
草
双
紙
等
を
愛
読
す

る
な
ど
、
彼
の
受
け
た
早
期
教
育
は
作
家
芥
川
龍
之
介
を
見
る
と
き
大
き
な

意
味
を
持
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。 

生
れ
育
っ
た
土
地
で
、
無
意
識
、
有
意
識
の
な
か
体
に
沁
み
付
い
た
日
本

文
化
と
後
で
関
心
を
持
っ
た
西
洋
文
化
と
の
ギ
ャ
ッ
プ
、
日
本
の
倫
理
観
念

か
ら
く
る
親
の
反
対
、
そ
れ
に
従
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
自
分
自
身
、

そ
の
実
際
に
味
わ
っ
た
失
恋
な
ど
は
、
彼
に
伝
統
文
化
（
日
本
）
と
外
来
文

化
（
西
洋
）
を
よ
り
深
く
考
え
さ
せ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
し
か
し
、
芥
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川
は
そ
の
中
で
伝
統
文
化
と
キ
リ
ス
ト
教
や
西
洋
の
思
想
の
間
に
あ
っ
て
悩

む
、
あ
る
い
は
結
局
伝
統
文
化
に
戻
っ
て
く
る
も
の
だ
け
を
見
出
し
た
の
で

は
な
い
。「
お
ぎ
ん
」
よ
り
一
歩
早
く
発
表
さ
れ
た
「
神
々
の
微
笑
」
か
ら
も

察
知
で
き
る
が
、芥
川
は
キ
リ
ス
ト
教
の
日
本
化
問
題
を
も
見
出
し
て
い
る
。

「
神
々
の
微
笑
」は
蜃
気
楼
み
た
い
な
不
思
議
な
設
定
の
中
、中
国
の
儒
教
、

道
教
、イ
ン
ド
の
仏
教
だ
け
で
な
く
、キ
リ
ス
ト
教
を
も「
造
り
変
え
る
力
」、

日
本
的
な
も
の
に
注
目
し
た
と
す
れ
ば
、「
お
ぎ
ん
」
で
は
、
日
常
生
活
に
密

着
し
、
日
本
と
い
う
国
に
お
け
る
キ
リ
ス
ト
教
信
者
の
キ
リ
ス
ト
教
の
日
本

式
の
受
容
、
す
な
わ
ち
キ
リ
ス
ト
教
の
日
本
化
に
注
目
し
た
と
言
え
る
の
で

は
な
か
ろ
う
か
。 

 

お
わ
り
に 

 
 

 

以
上
述
べ
た
よ
う
に
、
芥
川
の
作
品
「
お
ぎ
ん
」
の
棄
教
問
題
は
一
人
の

信
徒
の
信
仰
心
の
変
化
と
い
う
も
の
で
は
な
く
、
そ
の
変
化
の
根
本
的
な
も

の
は
何
か
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
て
、
そ
れ
が
日
本
の
複
雑
な
精
神
風
土
の
問

題
で
あ
っ
て
、
さ
ら
に
は
そ
の
複
雑
な
精
神
風
土
に
い
る
人
間
の
キ
リ
ス
ト

教
の
受
け
方
に
つ
い
て
の
問
題
提
起
で
は
な
か
ろ
う
か
。 

 

芥
川
と
キ
リ
ス
ト
教
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
、
吉
田
精
一
は
、
芥
川
の
切

支
丹
物
へ
の
関
心
の
底
に
は
「
大
正
三
、
四
、
五
年
頃
の
一
種
の
哲
学
熱
、

宗
教
熱
と
も
い
う
べ
き
時
代
思
潮
の
底
流
」
が
考
え
ら
れ
る
と
述
べ
、
ま
た

芥
川
の
切
支
丹
物
へ
の
関
心
は
「
こ
う
い
う
思
潮
の
彼
ら
し
い
生
き
方
、
ふ

れ
方
」
だ
と
言
っ
て
い
る
（
吉
田 

一
九
七
九
）。
確
か
に
当
時
哲
学
熱
、
宗

教
熱
と
い
う
の
が
時
代
思
潮
と
な
っ
て
い
て
、
芥
川
に
も
大
き
な
影
響
が
あ

っ
た
と
思
う
。
し
か
し
、
芥
川
と
キ
リ
ス
ト
教
の
主
体
的
関
わ
り
を
最
初
か

ら
否
定
し
て
は
い
け
な
い
と
思
う
。
芥
川
の
日
本
と
西
洋
と
い
う
深
い
テ
ー

マ
へ
の
関
心
は
、
前
で
も
述
べ
た
よ
う
に
、
早
期
教
育
で
受
け
た
根
深
い
伝

統
教
育
、少
年
期
に
起
こ
っ
た
西
洋
文
学
熱
と
い
う
よ
う
な
時
代
思
潮
の
中
、

現
実
の
日
本
と
理
想
の
西
洋
の
間
を
ど
ん
な
に
彷
徨
っ
て
も
、
何
か
あ
っ
た

時
は
、
憧
れ
の
世
界
か
ら
現
実
に
戻
っ
て
し
ま
う
自
分
を
よ
く
見
つ
め
て
い

た
か
ら
こ
そ
、
生
じ
た
も
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
キ
リ
ス
ト
教
に
接
近
す
れ

ば
す
る
ほ
ど
、
そ
れ
を
現
実
問
題
の
中
で
捉
え
よ
う
と
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、

自
分
の
中
の
エ
ゴ
イ
ズ
ム
や
日
本
の
歴
史
的
な
精
神
的
土
壌
、
儒
教
道
徳
な

ど
と
の
対
立
に
つ
い
て
も
鋭
く
意
識
し
た
は
ず
で
あ
る
。
芥
川
は
「
お
ぎ
ん
」

で
は
、
そ
う
い
う
ぎ
り
ぎ
り
の
状
況
の
中
に
置
か
れ
た
人
間
の
決
断
の
あ
り

方
、
唯
一
の
可
能
な
選
択
肢
と
し
て
、
お
ぎ
ん
の
棄
教
を
描
こ
う
と
し
た
の

で
は
な
い
か
。 

  <
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『
孝
経
』 

開
宗
明
義 

 

 
 

 
 

 

「
孝
德
之
本
也
。
教
之
所
由
生
也
。」
は
「
孝
は
徳
の
本
な
り
。
教
え
の

由
っ 

て
生
ず
る
所
な
り
。」 

 
 
 

「
身
體
髪
膚
受
之
父
母
。
不
敢
毁
傷
，
孝
之
始
也
。
立
身
行
道
，
揚
名
於
後 

世
，
以
顯
父
母
，
孝
之
終
也
。」
は
「
身
体
髪
膚
之
れ
を
父
母
に
受
く
。
敢
え

て
毀
傷
せ
ざ
る
は
孝
の
始
め
な
り
。
身
を
立
て
道
を
行
な
い
、
名
を
後
世
に

揚
げ
て
、
以
て
父
母
を
顕
わ
す
は
孝
の
終
り
な
り
。」 

 

駒
尺
喜
美 

一
九
七
二
・
十
一 

『
芥
川
龍
之
介
の
世
界
』
法
政
大
学
出
版
局 

 

佐
藤
泰
正 

一
九
六
九
・
十
一 

「『
奉
教
人
の
死
』
と
『
お
ぎ
ん
』
―
芥
川
切
支
丹

物
に
関
す
る
一
考
察
―
」 

梅
光
女
学
院
大
学
『
国
文
学
研
究
』 

五 

佐
藤
泰
正 

一
九
七
七
・
五 

「
切
支
丹
物
―
そ
の
主
題
と
文
体
―
倫
理
的
位
相
を

軸
と
し
て
ー
」 

『
国
文
学
』 

学
燈
社 

『
詩
経
』 

邶
風 

柏
舟 

 

 
 

 
 

 

「
之
死
矢
靡
他
」
は
「
死
に
之
る
ま
で
矢
っ
て
他
靡
し
」 

関
口
安
義 

一
九
九
二
・
七 

『
芥
川
龍
之
介
闘
い
の
生
涯
』 

毎
日
新
聞
社 

関
口
安
義 

一
九
九
二
・
十 

『
芥
川
龍
之
介
の
手
紙
』 

大
修
館
書
店 

 
 

関
口
安
義 

一
九
九
五
・
七 

『
こ
の
人
を
見
よ 

芥
川
龍
之
介
と
聖
書
』 

小
沢
書
店 

曺
紗
玉 

一
九
九
五
・
三 

『
芥
川
龍
之
介
と
キ
リ
ス
ト
教
』 

 

翰
林
書
房 

高
堂
要 

一
九
七
五
・
十
二 

「
芥
川
龍
之
介
と
聖
書
―
そ
の
習
作
時
代
に
お
け
る

―
」『
探
求
』
五
十
号 

宮
坂
覚 

一
九
七
一
・
十
二 

「
芥
川
龍
之
介
と
室
賀
文
武
―
『
芥
川
龍
之
介
と
キ

リ
ス
ト
教
』
論
へ
の
一
視
点
―
」 

上
智
大
学
『
国
文
学
論
集
』
五
号
「
芥
川
の

教
会
出
席
に
つ
い
て
は
、
長
崎
栄
二
氏
、
長
崎
次
郎
夫
人
つ
る
氏
な
ど
の
御
教
示

に
よ
る
」。 

吉
田
精
一 

一
九
四
二
・
十
二 

『
芥
川
龍
之
介
』 

三
省
堂 

 

の
ち
一
九
七
九
・

十
一 

『
芥
川
龍
之
介
一<

吉
田
精
一
著
作
集>

』 

桜
楓
社 
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