
芥
川
龍
之
介
『
お
ぎ
ん
』
論

│
│
お
ぎ
ん
の
棄
教
の
果
て
に
、「
作
者
」
は
何
を
見
た
か
│
│

奥

田

雅

則

一
、

芥
川
龍
之
介
の
短
編
小
説
『
お
ぎ
ん
』
は
、
大
正
十
一
年
九
月
に
「
中
央
公
論
」
に
発
表
さ
れ
、
後
に
『
黄
雀
風
』（
大
正
十
三
年
七

月
）
な
ど
に
収
め
ら
れ
た
。
こ
の
小
説
は
芥
川
龍
之
介
文
芸
に
お
け
る
、
い
わ
ゆ
る
切
支
丹
も
の
に
属
す
る
作
品
で
あ
る
が
、
後
に
キ
リ

ス
ト
教
へ
と
深
い
関
心
を
寄
せ
て
ゆ
く
芥
川
龍
之
介
そ
の
人
を
窺
う
う
え
で
も
非
常
に
重
要
な
位
置
を
占
め
る
作
品
で
あ
ろ
う
。

『
お
ぎ
ん
』
と
い
う
小
説
に
関
し
て
、
佐
藤
泰
正
氏
は
『
お
ぎ
ん
』
を
「
こ
の
系
列
（
切
支
丹
も
の：

引
用
者
註
）
中
第
一
等
の
作
、
尠

く
と
も
彼
の
最
も
重
い
主
題
を
に
な
っ
た
、
注
目
す
べ
き
作
」
と
し
て
高
く
評
価
し
な
が
ら
、「
殉
教
と
棄
教
、
さ
ら
に
は
宗
教
の
土
俗

化
の
問
題
を
め
ぐ
っ
て
、
最
も
重
く
深
い
問
い
を
投
げ
か
け
て
い
る
」
と
し
、
さ
ら
に
は
、

異
端
の
宗
教
に
殉
じ
た
死
者
を
（
ま
た
生
者
を
も
）
切
り
棄
て
ず
し
て
は
成
就
さ
れ
ぬ
も
の
な
ら
ば
、
こ
の
信
仰
と
は
、
殉
教
と
は
何
か
。
あ
の

「
墓
原
の
松
の
か
げ
」
に
眠
り
、「
い
ん
へ
る
の
」
に
堕
ち
た
と
信
ぜ
ら
れ
る
両
親
を
捨
て
て
ゆ
く
こ
と
は
出
来
ぬ
と
い
う
お
ぎ
ん
の
告
白
は
、
こ
の

芥
川
龍
之
介
『
お
ぎ
ん
』
論

二
〇
七



避
け
が
た
く
重
い
問
い
を
我
々
に
突
き
つ
け
る
。⑴

と
し
て
、
東
洋
対
西
洋
と
い
う
構
図
の
み
で
は
な
い
、
真
な
る
信
仰
の
獲
得
と
い
う
点
に
お
い
て
の
、
日
本
人
に
と
っ
て
の
キ
リ
ス
ト
教

と
い
う
こ
と
に
ま
で
問
題
は
及
ん
で
い
る
と
見
て
い
る
。
ま
た
、
関
口
安
義
氏
は
、『
お
ぎ
ん
』
に
関
し
て
、

こ
こ
に
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
。
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
に
限
ら
ず
、
日
本
人
は
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
的
合
理
精
神
を
取
り
入
れ
て
も
な
か
な
か
な
じ
み
え
ず
、
最
後
に
は
そ
れ
を
捨
て
、
親
子
や
肉
親
の
情
に
走
る
と
い
う
こ
と
が
多
い
。⑵

と
述
べ
て
い
る
。
こ
れ
ま
で
の
研
究
に
お
い
て
『
お
ぎ
ん
』
と
い
う
小
説
は
、
日
本
と
い
う
土
地
に
お
い
て
の
キ
リ
ス
ト
教
の
問
題
が
提

起
さ
れ
た
作
品
で
あ
る
と
見
做
さ
れ
て
き
た
よ
う
で
あ
る
。

さ
て
、
そ
の
よ
う
に
し
て
日
本
と
い
う
土
地
に
お
け
る
キ
リ
ス
ト
教
受
容
と
い
う
問
題
を
思
う
と
き
、
注
目
さ
れ
る
の
は
作
品
末
尾
に

突
如
現
れ
る
「
作
者
」
と
い
う
存
在
で
あ
ろ
う
。

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
い
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
こ
で
「
こ
れ
も
さ
う
無
性
に
喜
ぶ
ほ
ど
、
悪
魔
の
成
功
だ
つ
た
か
ど
う
か
、
作
者
は
甚
だ
懐
疑
的
で
あ
る
。」
と
し
て
、
お
ぎ
ん
の
棄

教
の
意
味
を
問
う
「
作
者
」
と
は
、「
見
物
の
老
若
男
女
」
や
、
さ
ら
に
は
「
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
い
た
」
と
い
う
「
悪
魔
」
に
疑
問
を
投
げ
か
け
、
こ
の
棄
教
劇
の
さ
ら
に
先
に
あ
る
問
題
を
見
据
え
て
い
る
存
在
と
し
て

見
做
し
得
る
か
ら
で
あ
る
。
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こ
の
「
作
者
」
と
い
う
存
在
に
つ
い
て
は
、
実
は
最
新
の
『
お
ぎ
ん
』
研
究
で
も
注
目
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。
早
澤
正
人
氏
は
、

『
お
ぎ
ん
』
一
篇
に
は
「
①
同
時
代
人
の
認
識
」「
②
切
支
丹
の
認
識
」「
③
現
代
の
「
作
者
」
の
認
識
」
と
い
う
「
位
相
の
異
な
る
複
数

の
認
識
が
、
物
語
の
地
層
に
潜
在
し
て
い
る
」
こ
と
に
着
目
し
て
い
る
が
、
た
だ
し
氏
は
、
そ
の
複
数
の
認
識
の
介
在
を
、「
自
動
化
さ

れ
た
制
度
的
思
考
に
基
づ
い
」
た
「
同
時
代
人
の
認
識
」
と
「
切
支
丹
の
認
識
」
を
「
現
代
の
「
作
者
」
の
認
識
」
は
「
か
か
る
制
度
的

思
考
に
対
し
て
批
判
的
な
ス
タ
ン
ス
を
取
っ
て
い
る
。」
と
し
て
、「「
お
ぎ
ん
」
は
制
度
を
め
ぐ
る
物
語
な
の
で
あ
る
。」
と
結
論
付
け
て

い
る
⑶
。

し
か
し
な
が
ら
、
こ
こ
で
の
「
作
者
」
が
お
ぎ
ん
た
ち
の
棄
教
劇
を
語
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
真
に
問
わ
ん
と
し
て
い
る
も
の
と
は
、
そ

の
よ
う
な
制
度
的
思
考
と
い
う
よ
う
な
段
階
の
も
の
の
み
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
か
。
前
述
し
た
と
こ
ろ
で
は
あ
る
が
、
こ
の
テ
ク
ス
ト
の

書
き
手
と
し
て
登
場
す
る
「
作
者
」
と
は
明
ら
か
に
、
そ
の
よ
う
な
同
時
代
的
背
景
に
留
ま
ら
ず
、
キ
リ
ス
ト
教
と
い
う
宗
教
の
、
そ
の

本
質
ま
で
も
を
見
据
え
よ
う
と
し
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
よ
っ
て
こ
こ
に
、「
作
者
」
と
い
う
存
在
が
浮
上
さ
せ
る
問
題
と
は
何
で
あ
っ

た
か
、
考
察
し
て
ゆ
き
た
い
。

二
、

「
作
者
」
と
い
う
存
在
の
持
つ
意
味
を
考
察
す
る
前
に
、
こ
こ
で
は
ま
ず
そ
の
前
提
と
し
て
、
こ
の
小
説
が
問
う
て
い
る
問
題
の
在
り

処
を
確
認
し
て
お
く
。

お
ぎ
ん
た
ち
の
棄
教
劇
を
窺
う
う
え
で
ま
ず
確
認
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
こ
と
は
、
お
ぎ
ん
た
ち
の
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
の
保
持
を

阻
む
も
の
、
そ
の
正
体
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
例
え
ば
河
村
清
一
郎
氏
が
、「
こ
こ
に
、
家
族
制
度
下
に
お
け
る
日
本
人
の
、
基
本
的
な

人
間
関
係
が
見
ら
れ
る
。」⑷
と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
或
い
は
曺
紗
玉
氏
が
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「
親
孝
行
」
と
い
う
、
封
建
的
と
も
言
え
る
日
本
の
土
着
の
論
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
。

と
し
て
、「
こ
こ
に
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
」⑸
と
指
摘
し
て

い
る
と
お
り
、
お
ぎ
ん
た
ち
の
信
仰
を
阻
む
も
の
、
そ
れ
は
お
ぎ
ん
た
ち
が
避
け
が
た
く
背
負
っ
て
い
る
日
本
的
精
神
で
あ
る
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。『
お
ぎ
ん
』
と
い
う
小
説
に
あ
っ
て
は
、
こ
の
日
本
的
精
神
が
、
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
と
い
う
こ
と
に
相
対
せ
ら
れ
て
い
る
。

言
わ
ば
、
こ
の
小
説
が
根
幹
と
し
て
問
わ
ん
と
す
る
も
の
は
、
日
本
と
い
う
土
地
に
お
い
て
の
、
或
い
は
日
本
人
に
と
っ
て
の
キ
リ
ス
ト

教
信
仰
と
は
如
何
な
る
も
の
か
と
い
う
点
な
の
で
あ
る
。

さ
て
、
そ
の
よ
う
な
こ
と
を
踏
ま
え
『
お
ぎ
ん
』
と
い
う
小
説
を
注
目
す
る
と
き
、
こ
の
小
説
で
は
、
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
と
い
う
こ
と

に
お
い
て
、
信
仰
者
と
非
信
仰
者
と
の
書
き
分
け
が
、「
無
知
」
と
い
う
と
い
う
一
点
で
切
り
離
さ
れ
て
い
る
と
い
う
事
実
に
気
付
か
さ

れ
る
。お

ぎ
ん
の
父
母
は
大
阪
か
ら
、
は
る
ば
る
長
崎
へ
流
浪
し
て
来
た
。
が
、
何
も
し
出
さ
な
い
内
に
、
お
ぎ
ん
一
人
を
残
し
た
儘
、
二
人
と
も
故
人
に

な
つ
て
し
ま
つ
た
。
勿
論
彼
等
他
国
も
の
は
、
天
主
の
お
ん
教
を
知
る
筈
は
な
い
。

＊

し
か
し
お
ぎ
ん
の
母
親
は
、
前
に
も
ち
よ
い
と
書
い
た
通
り
、
さ
う
云
ふ
真
実
を
知
る
筈
は
な
い
。
彼
等
は
息
を
引
き
と
つ
た
後
も
、
釈
迦
の
教
を

信
じ
て
ゐ
る
。
寂
し
い
墓
原
の
松
の
か
げ
に
、
末
は
「
い
ん
へ
る
の
」
に
堕
ち
る
の
も
知
ら
ず
、
は
か
な
い
極
楽
を
夢
見
て
ゐ
る
。
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例
え
ば
右
に
挙
げ
た
よ
う
な
二
箇
所
が
そ
う
で
あ
る
が
、
お
ぎ
ん
た
ち
が
キ
リ
ス
ト
教
を
「
信
じ
て
い
る
」
の
に
対
し
て
、
小
説
に
お
け

る
非
信
仰
者
は
、
一
貫
し
て
キ
リ
ス
ト
教
を
「
信
じ
て
い
な
い
」
と
い
う
の
で
は
な
く
、「
知
ら
な
い
」
と
い
う
よ
う
に
し
て
書
か
れ
て

い
る
。
そ
し
て
こ
の
事
実
に
対
応
す
る
か
の
よ
う
に
、
お
ぎ
ん
の
場
合
に
は
、「
し
か
し
お
ぎ
ん
は
幸
ひ
に
も
、
両
親
の
無
知
に
染
ま
つ

て
ゐ
な
い
」
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
即
ち
、『
お
ぎ
ん
』
と
い
う
小
説
に
お
け
る
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
者
と
非
信
仰
者
は
、
そ
れ
を

「
知
っ
て
い
る
」
か
ど
う
か
と
い
う
、
非
常
に
際
ど
い
一
点
に
お
い
て
隔
た
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

福
井
靖
子
氏
は
『
お
ぎ
ん
』
と
い
う
小
説
の
主
題
に
関
し
て
、
宣
教
師
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
・
ザ
ビ
エ
ル
の
書
簡
集
と
の
整
合
の
中
か
ら
、

日
本
人
の
神
観
念
、
そ
の
人
生
観
、
神
へ
の
愛
と
肉
親
へ
の
愛
情
と
の
葛
藤
、
家
族
制
度
か
ら
く
る
制
約
な
ど
、
幾
つ
か
の
事
項
が
挙
げ
ら
れ
る
の

で
あ
ろ
う
が
、
何
と
い
っ
て
も
、
そ
の
根
底
に
横
た
わ
っ
て
い
る
の
は
、
非
キ
リ
ス
ト
者
の
救
い
の
問
題
で
あ
る
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
キ
リ
ス
ト

教
を
信
じ
な
か
っ
た
、
あ
る
い
は
全
く
知
ら
な
か
っ
た
人
々
は
果
た
し
て
救
わ
れ
る
の
か
。⑹

と
い
う
問
題
を
読
み
取
っ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
確
か
に
『
お
ぎ
ん
』
一
篇
が
暴
く
問
題
と
は
、
こ
こ
で
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
、
お
ぎ
ん

が
訴
え
る
非
キ
リ
ス
ト
教
信
者
た
る
両
親
へ
の
「
申
し
訳
な
さ
」
と
い
う
、
非
キ
リ
ス
ト
教
者
の
救
い
の
如
何
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
は

確
か
で
あ
ろ
う
。
だ
が
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
指
摘
の
裏
返
し
で
あ
る
か
の
よ
う
に
、
信
仰
者
と
非
信
仰
者
の
非
常
に
際
ど
い
一
点
に
お

い
て
の
切
り
分
け
を
思
え
ば
、
こ
こ
で
暴
か
れ
る
問
題
と
は
、
非
キ
リ
ス
ト
教
信
者
の
み
な
ら
ず
、
当
然
お
ぎ
ん
た
ち
キ
リ
ス
ト
教
信
者

に
も
及
ん
で
い
る
の
だ
と
見
做
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

そ
の
証
左
と
し
て
、
小
説
に
お
い
て
の
語
り
手
の
「
無
知
」
と
い
う
こ
と
に
関
し
て
の
筆
致
に
着
目
す
れ
ば
、「
は
か
な
い
極
楽
」
と

い
う
よ
う
な
非
キ
リ
ス
ト
教
信
者
へ
の
書
き
振
り
に
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
ま
た
、「
幸
ひ
に
も
、
両
親
の
無
知
に
染
ま
つ
て
ゐ
な
い
」

と
い
う
キ
リ
ス
ト
教
信
者
お
ぎ
ん
へ
の
書
き
振
り
に
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
語
り
手
は
お
ぎ
ん
の
側
に
、
即
ち
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
者
の
側
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に
寄
っ
て
い
る
の
だ
と
見
做
し
得
る
。

つ
ま
り
、
こ
の
よ
う
な
事
実
に
、
先
に
見
た
よ
う
な
日
本
と
い
う
土
地
に
お
い
て
の
キ
リ
ス
ト
教
受
容
の
問
題
を
重
ね
て
考
え
る
と

き
、
そ
こ
に
は
勿
論
お
ぎ
ん
の
両
親
の
よ
う
な
非
信
仰
者
の
救
い
の
如
何
と
い
う
重
い
問
題
が
存
在
し
て
い
な
が
ら
、
同
時
に
ま
た
、

「
無
知
」
で
は
な
い
者
の
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
保
持
の
重
み
、
即
ち
日
本
的
精
神
と
い
う
何
よ
り
も
脱
し
が
た
い
背
景
を
背
負
い
な
が
ら
に

し
て
、
そ
れ
で
も
ひ
と
た
び
キ
リ
ス
ト
教
と
い
う
宗
教
に
触
れ
、
そ
れ
に
「
無
知
」
で
は
お
れ
な
い
で
い
る
日
本
人
の
、
そ
の
キ
リ
ス
ト

教
信
仰
保
持
の
困
難
さ
と
い
う
問
題
が
浮
き
彫
り
に
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

代
官
は
天
主
の
お
ん
教
は
勿
論
、
釈
迦
の
教
も
知
ら
な
か
つ
た
か
ら
、
な
ぜ
彼
等
が
剛
情
を
張
る
の
か
さ
つ
ぱ
り
理
解
が
出
来
な
か
つ
た
。
時
に

は
三
人
が
三
人
と
も
、
気
違
ひ
で
は
な
い
か
と
思
ふ
事
も
あ
つ
た
。

例
え
ば
右
に
挙
げ
た
よ
う
な
お
ぎ
ん
た
ち
を
処
す
る
代
官
の
思
考
に
関
し
て
も
、
そ
の
非
常
に
単
純
化
さ
れ
た
そ
れ
を
支
え
て
い
る
も

の
と
は
た
だ
「
知
ら
な
か
っ
た
」
と
い
う
一
点
で
あ
り
、
そ
れ
即
ち
、
こ
こ
に
は
信
仰
を
知
る
が
故
の
苦
悩
は
全
く
存
在
し
て
い
な
い
の

で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
代
官
の
「
無
知
」
ゆ
え
の
思
考
は
、
お
ぎ
ん
た
ち
信
仰
者
の
苦
悩
を
見
事
に
照
射
す
る
こ
と
と
な
っ
て
い
よ
う
。

つ
ま
り
『
お
ぎ
ん
』
と
い
う
小
説
が
暴
い
て
い
る
も
の
と
は
、
お
ぎ
ん
の
両
親
の
よ
う
な
キ
リ
ス
ト
教
と
い
う
宗
教
に
お
い
て
全
く

「
無
知
」
で
あ
っ
た
と
い
う
非
信
仰
者
の
救
い
の
在
り
処
と
い
う
問
題
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
勿
論
の
こ
と
、
同
時
に
ま
た
、
ひ
と
た
び

キ
リ
ス
ト
教
と
い
う
信
仰
に
触
れ
、
も
は
や
そ
れ
に
「
無
知
」
で
は
お
れ
な
い
人
間
の
存
在
の
如
何
と
い
う
と
こ
ろ
に
ま
で
問
題
は
及
ん

で
い
る
の
だ
と
言
え
よ
う
。

芥
川
龍
之
介
『
お
ぎ
ん
』
論

二
一
二



三
、

さ
て
、
こ
こ
で
ま
た
『
お
ぎ
ん
』
に
お
け
る
「
作
者
」
と
い
う
存
在
に
目
を
向
け
る
と
き
、
ま
ず
注
目
す
べ
き
は
こ
の
「
作
者
」
が
拠

っ
て
立
っ
て
い
る
位
置
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

元
和
か
、
寛
永
か
、
兎
に
角
遠
い
昔
で
あ
る
。

天
主
の
お
ん
教
を
奉
ず
る
も
の
は
、
そ
の
頃
で
も
も
う
見
つ
か
り
次
第
、
火
炙
り
や
磔
に
遇
は
さ
れ
て
ゐ
た
。
し
か
し
迫
害
が
烈
し
い
だ
け
に
、

「
万
事
に
か
な
ひ
給
ふ
お
ん
主
」
も
、
そ
の
頃
は
一
層
こ
の
国
の
宗
徒
に
、
あ
ら
た
か
な
御
加
護
を
加
へ
ら
れ
た
ら
し
い
。（
中
略
）
│
│

そ
の
元
和
か
、
寛
永
か
、
兎
に
角
遠
い
昔
で
あ
る
。

そ
れ
即
ち
、
こ
こ
で
の
小
説
冒
頭
部
に
お
い
て
繰
り
返
し
語
ら
れ
る
よ
う
な
、
小
説
の
舞
台
を
「
元
和
か
、
寛
永
か
」
と
し
て
は
っ
き
り

と
さ
せ
な
い
な
が
ら
も
「
兎
に
角
遠
い
昔
」
だ
と
し
て
い
る
と
い
う
点
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
書
き
振
り
の
示
し
て
い
る
も
の
と
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
こ
の
「
作
者
」
が
現
在
に
、
つ
ま
り
は
小
説
執
筆
時
現
在
に
立

っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
小
説
に
は
明
ら
か
に
、
現
在
と
過
去
と
い
う
時
間
軸
が
意
識
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
の
「
作
者
」
と

は
、
明
ら
か
に
『
お
ぎ
ん
』
一
篇
の
小
説
世
界
を
過
去
と
し
て
捉
え
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
即
ち
、「
作
者
」
と
い
う
存
在
の
登
場
と

そ
の
見
解
の
挿
入
と
は
、
小
説
執
筆
時
現
在
と
い
う
、
近
代
と
い
う
時
代
か
ら
の
逆
照
射
に
他
な
ら
な
い
。

加
え
て
、
こ
こ
に
見
て
置
き
た
い
事
実
が
あ
る
。
前
章
で
触
れ
た
『
神
神
の
微
笑
』
の
末
尾
の
場
面
に
お
い
て
芥
川
は
、
次
の
よ
う
に

語
っ
て
い
た
。
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泥
烏
須
が
勝
つ
か
、
大
日
が
勝
つ
か
│
│
そ
れ
は
ま
だ
現
在
で
も
、
容
易
に
断
定
は
出
来
な
い
か
も
知
れ
な
い
。
が
、
や
が
て
は
我
々
の
事
業
が
、

断
定
を
与
う
べ
き
問
題
で
あ
る
。
君
は
そ
の
過
去
の
海
辺
か
ら
、
静
か
に
我
々
を
見
て
い
給
え
。
た
と
い
君
は
同
じ
屏
風
の
、
犬
を
曳
い
た
甲
比
丹

や
、
日
傘
を
さ
し
か
け
た
黒
ん
坊
の
子
供
と
、
忘
却
の
眠
に
沈
ん
で
い
て
も
、
新
た
に
水
平
へ
現
れ
た
、
我
々
の
黒
船
の
石
火
矢
の
音
は
、
必
ず
古

め
か
し
い
君
等
の
夢
を
破
る
時
が
あ
る
に
違
い
な
い
。

こ
こ
で
の
箇
所
に
端
的
で
あ
る
よ
う
に
、『
神
神
の
微
笑
』
で
も
明
ら
か
に
過
去
と
現
在
と
い
う
時
間
軸
が
、
新
し
い
も
の
と
古
い
も
の
、

す
な
わ
ち
新
旧
と
い
う
問
題
を
交
え
た
形
で
意
識
さ
れ
て
い
た
。
そ
れ
を
芥
川
は
「
我
我
」
と
い
う
存
在
の
提
出
に
よ
っ
て
、「
泥
烏
須

が
勝
つ
か
、
大
日
が
勝
つ
か
」
と
い
う
問
題
を
い
ま
一
度
現
在
へ
と
引
き
戻
し
て
問
う
た
わ
け
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
意
識
は
『
お
ぎ

ん
』
に
お
い
て
も
通
底
し
て
い
よ
う
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
の
で
あ
る
。『
神
神
の
微
笑
』
の
「
我
我
」
と
『
お
ぎ
ん
』
の
「
作
者
」
と
い

う
両
者
は
、
明
ら
か
に
同
じ
も
の
を
凝
視
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
ま
た
そ
の
よ
う
に
し
て
み
れ
ば
、『
お
ぎ
ん
』
と
い
う
小
説

に
お
い
て
の
「
作
者
」
の
介
入
も
ま
た
、
お
ぎ
ん
た
ち
の
棄
教
劇
の
孕
ん
で
い
る
問
題
、
そ
の
内
実
を
、
過
去
の
歴
史
の
中
か
ら
掬
い
取

り
、
そ
し
て
現
在
と
い
う
地
平
へ
と
引
き
戻
し
た
う
え
で
問
い
直
す
と
い
う
試
み
で
も
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。

さ
ら
に
、『
神
神
の
微
笑
』
に
お
い
て
先
の
よ
う
な
試
み
を
行
っ
た
芥
川
の
問
題
意
識
が
、
さ
ら
に
『
お
ぎ
ん
』
一
篇
に
ま
で
引
き
継

が
れ
て
い
る
と
認
め
る
と
す
る
な
ら
ば
、
ま
た
そ
の
時
代
を
「
と
に
か
く
遠
い
昔
」
だ
と
す
る
語
り
口
の
共
通
点
を
重
要
視
す
る
な
ら

ば
、『
お
ぎ
ん
』
に
お
い
て
の
「
寛
永
か
、
元
和
か
」
と
い
う
舞
台
も
ま
た
、「
作
者
」
の
地
平
か
ら
眺
め
ら
れ
た
と
き
に
は
、
そ
れ
は

「
古
め
か
し
い
」
時
代
で
あ
っ
た
の
だ
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
そ
れ
即
ち
、
こ
の
「
作
者
」
と
い
う
地
平
か
ら
の
逆
照
射
の
示
す
と
こ

ろ
と
は
、「
作
者
」
が
い
ま
眼
差
し
て
い
る
お
ぎ
ん
た
ち
の
棄
教
劇
が
、「
過
去
」
の
「
古
め
か
し
い
」
も
の
と
し
て
、
あ
る
種
の
旧
時
代

的
限
界
と
し
て
据
え
ら
れ
て
い
る
の
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
「
作
者
」
が
こ
こ
で
お
ぎ
ん
た
ち
の
棄
教
劇
を
語
る
そ
の
意
味

と
は
、
ま
さ
し
く
こ
の
よ
う
な
旧
時
代
的
限
界
を
踏
み
越
え
ん
と
す
る
こ
と
で
は
な
か
っ
た
か
。
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述
べ
た
よ
う
に
、
小
説
に
お
い
て
の
信
仰
者
と
非
信
仰
者
は
「
無
知
」
か
ど
う
か
と
い
う
一
点
で
分
か
た
れ
て
い
た
。
し
て
み
れ
ば
、

『
お
ぎ
ん
』
一
篇
に
お
け
る
棄
教
劇
の
お
お
よ
そ
三
世
紀
後
と
い
う
、「
作
者
」
が
生
き
る
「
過
去
」
で
は
な
い
時
代
、『
神
神
の
微
笑
』

末
尾
の
「
黒
船
」
が
象
徴
的
に
語
っ
た
よ
う
に
、
も
は
や
キ
リ
ス
ト
教
と
い
う
宗
教
を
「
知
ら
な
い
」
と
い
う
の
で
は
な
い
開
か
れ
た
地

平
か
ら
の
照
射
は
、
日
本
的
精
神
を
有
し
な
が
ら
に
し
て
キ
リ
ス
ト
教
に
触
れ
ん
と
す
る
こ
れ
か
ら
の
日
本
人
の
、
そ
の
可
能
性
を
も
映

し
出
す
こ
と
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
先
に
少
し
確
認
さ
れ
た
よ
う
に
、
小
説
に
お
け
る
語
り
手
の
書
き
振
り
か
ら
見
る
に
、
こ
こ
で

の
語
り
手
は
お
ぎ
ん
た
ち
信
仰
者
の
側
に
寄
っ
て
い
る
か
に
見
え
る
。
こ
の
こ
と
と
は
ま
さ
に
、「
作
者
」
が
も
は
や
キ
リ
ス
ト
教
と
い

う
宗
教
に
対
し
て
「
無
知
」
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
し
、
そ
れ
故
に
お
ぎ
ん
た
ち
の
棄
教
劇
は
「
作
者
」
に
と
っ

て
も
ま
た
消
化
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
命
題
と
し
て
現
前
し
た
筈
で
あ
る
。

つ
ま
り
、『
お
ぎ
ん
』
に
お
い
て
の
「
作
者
」
の
介
入
と
そ
の
在
り
様
と
は
、
前
章
で
述
べ
た
東
洋
的
精
神
と
い
う
免
れ
が
た
い
背
景

を
有
し
な
が
ら
に
し
て
キ
リ
ス
ト
教
と
い
う
宗
教
を
選
び
取
っ
た
人
間
の
在
り
方
と
い
う
問
題
を
、
こ
の
「
作
者
」
を
含
め
た
う
え
で

の
、
こ
れ
か
ら
を
生
き
る
日
本
人
の
キ
リ
ス
ト
教
受
容
と
い
う
と
こ
ろ
に
ま
で
及
ん
で
深
い
問
い
を
投
げ
掛
け
ん
と
す
る
、
そ
の
よ
う
な

役
割
を
果
た
す
も
の
と
し
て
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

四
、

以
上
を
踏
ま
え
て
、
表
題
に
掲
げ
た
と
お
り
、「
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
語
る
「
作
者
」
は
、
お
ぎ
ん
の
棄
教
の
果
て
に
何
を
見
よ
う
と
し
て
い
る
の
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
結
論
を
付
け
た

い
。こ

こ
ま
で
で
見
た
よ
う
に
、『
お
ぎ
ん
』
と
い
う
小
説
が
暴
く
問
題
が
、
キ
リ
ス
ト
教
と
は
相
容
れ
ぬ
日
本
的
精
神
と
い
う
何
よ
り
も
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脱
し
が
た
い
背
景
を
有
し
な
が
ら
に
し
て
キ
リ
ス
ト
教
と
い
う
信
仰
を
選
び
取
っ
た
日
本
人
の
在
り
方
の
如
何
と
い
う
点
に
あ
る
の
で
あ

る
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
し
て
そ
れ
を
「
作
者
」
の
介
入
に
よ
っ
て
、
こ
れ
か
ら
の
日
本
人
の
キ
リ
ス
ト
教
受
容
の
可
能
性
を
も
問
お
う
と

し
て
い
る
の
だ
と
す
る
な
ら
ば
、
問
題
と
な
る
こ
と
は
、
森
本
平
氏
が
、
お
ぎ
ん
た
ち
の
棄
教
に
関
し
て
、

も
う
ひ
と
つ
大
事
な
こ
と
は
、
お
ぎ
ん
が
（
中
略
）「
い
ん
へ
る
の
」
に
行
く
で
あ
ろ
う
こ
と
を
最
後
ま
で
信
じ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
確
か
に
お

ぎ
ん
達
は
、
ド
グ
マ
と
し
て
の
キ
リ
ス
ト
教
、
行
為
を
伴
っ
た
形
式
と
し
て
の
宗
教
は
棄
て
た
。
し
か
し
彼
ら
は
キ
リ
ス
ト
教
の
説
い
て
い
る
こ
と

が
正
し
い
と
い
う
考
え
、
言
う
な
れ
ば
心
の
内
側
の
信
仰
は
棄
て
て
い
な
い
。⑺

と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
お
ぎ
ん
た
ち
が
真
に
キ
リ
ス
ト
教
の
教
え
を
棄
て
て
い
る
の
か
ど
う
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

「
わ
た
し
は
お
ん
教
を
捨
て
ま
し
た
。
そ
の
訣
は
ふ
と
向
う
に
見
え
る
、
天
蓋
の
や
う
な
松
の
梢
に
、
気
の
つ
い
た
せ
ゐ
で
ご
ざ
い
ま
す
。
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
い
つ
た
の
で
は
、
ど
う
し
て
も
申
し
訣
が
あ
り
ま
せ
ん
。（
後
略
）」（
傍

線
マ
マ
）

信
仰
を
棄
て
る
そ
の
理
由
に
つ
い
て
、
お
ぎ
ん
は
右
の
引
用
箇
所
の
よ
う
に
語
る
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
に
あ
る
よ
う
に
お
ぎ
ん
が
信
仰
を

棄
て
る
の
は
、
両
親
に
「
申
し
訣
が
な
い
か
ら
」
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
お
ぎ
ん
が
両
親
に
「
申
し
訣
な
さ
」
を
感
じ
る
と
い
う
事
実
は

ま
さ
し
く
、
自
分
だ
け
が
救
わ
れ
両
親
が
救
わ
れ
な
い
と
い
う
こ
と
を
、
そ
れ
即
ち
、
彼
女
が
天
国
と
地
獄
と
い
う
キ
リ
ス
ト
教
の
教
理

を
疑
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
証
し
て
い
よ
う
。

そ
し
て
悪
魔
は
こ
の
お
ぎ
ん
の
棄
教
に
対
し
て
「
大
歓
喜
」
す
る
わ
け
だ
が
、「
作
者
」
は
こ
こ
で
「
悪
魔
の
成
功
だ
つ
た
か
ど
う
か
」

芥
川
龍
之
介
『
お
ぎ
ん
』
論

二
一
六



を
問
う
の
で
あ
る
。
即
ち
、「
作
者
」
の
「
懐
疑
」
と
は
、
悪
魔
の
か
た
ち
だ
け
の
棄
教
を
喜
ぶ
悪
魔
の
在
り
様
に
対
し
て
向
け
ら
れ
て

い
る
の
で
あ
り
、
こ
こ
に
「
作
者
」
の
お
ぎ
ん
た
ち
の
揺
る
ぎ
な
い
信
仰
へ
の
、
さ
ら
に
言
え
ば
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
へ
の
確
信
と
で
も
言

う
べ
き
も
の
が
読
み
取
り
得
る
で
あ
ろ
う
。
先
に
確
認
さ
れ
た
よ
う
な
、
キ
リ
ス
ト
教
信
者
に
寄
り
添
わ
ん
と
す
る
語
り
手
の
ス
タ
ン
ス

も
、
こ
れ
を
裏
打
ち
し
て
い
よ
う
。

だ
が
し
か
し
、
さ
ら
に
言
う
な
れ
ば
、
信
仰
を
棄
て
ん
と
し
て
い
る
今
ま
さ
に
こ
こ
で
、
お
ぎ
ん
が
見
て
い
る
の
は
、
神
で
は
な
く

「
墓
原
の
松
の
か
げ
」
で
あ
り
、
即
ち
、
両
親
な
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
も
重
要
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
お
ぎ
ん
の
信
仰
を
阻
ん
で
い
る
も

の
と
は
、
先
に
見
た
よ
う
に
、
神
へ
の
疑
心
や
不
信
で
は
な
く
、
救
わ
れ
ぬ
両
親
へ
の
申
し
訳
な
さ
と
い
う
、
彼
女
が
如
何
と
も
し
難
く

背
負
っ
て
い
る
日
本
的
精
神
と
い
う
背
景
と
、
信
仰
の
保
持
と
の
間
に
横
た
わ
る
相
剋
と
も
い
う
べ
き
も
の
な
の
で
あ
る
。
確
か
に
お
ぎ

ん
は
「
お
ん
教
を
捨
て
た
上
は
、
わ
た
し
も
生
き
て
は
居
ら
れ
ま
せ
ん
。」
と
語
る
よ
う
に
、
彼
女
に
と
っ
て
そ
れ
は
苦
渋
に
満
ち
た
心

か
ら
の
決
断
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
だ
が
そ
れ
も
、
決
し
て
神
を
裏
切
っ
て
は
い
な
い
と
い
う
点
に
お
い
て
、
お
ぎ
ん
の
棄
教
と
は
、
真
の

意
味
に
お
い
て
棄
教
と
は
言
い
得
な
い
の
で
あ
る
。

そ
し
て
そ
の
よ
う
に
し
て
見
る
な
ら
ば
、「
作
者
」
が
「
懐
疑
的
」
だ
と
い
う
問
い
掛
け
は
、
ま
さ
に
こ
の
お
ぎ
ん
の
神
不
在
と
も
言

う
べ
き
棄
教
に
ま
で
も
及
ん
だ
も
の
で
は
な
か
っ
た
か
。
三
好
行
雄
は
、『
お
ぎ
ん
』
に
関
し
て
、

信
仰
よ
り
も
人
間
を
選
ん
だ
背
徳
の
徒
に
、
龍
之
介
は
〈「
流
人
と
な
れ
る
え
わ
の
子
供
」、
あ
ら
ゆ
る
人
間
の
心
〉
を
見
て
い
る
。
か
れ
ら
は
天
上

へ
登
り
つ
め
る
殉
教
者
の
光
栄
に
代
え
て
、
あ
ま
り
に
も
地
上
的
な
肉
親
の
恩
愛
に
執
し
つ
づ
け
た
の
だ
が
、「
奉
教
人
の
死
」
の
作
家
は
い
ま
、

あ
え
て
そ
れ
を
良
し
と
し
た
。⑻

と
述
べ
た
が
、
こ
こ
で
「
作
者
」
は
お
ぎ
ん
た
ち
の
棄
教
を
「
あ
え
て
よ
し
と
」
し
て
い
る
と
い
う
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
お
ぎ
ん
の
神

芥
川
龍
之
介
『
お
ぎ
ん
』
論

二
一
七



不
在
の
棄
教
が
果
た
し
て
真
に
棄
教
で
あ
る
の
か
ど
う
か
を
も
、
同
時
に
問
い
直
し
て
い
る
の
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
即
ち
、『
お

ぎ
ん
』
と
い
う
小
説
に
お
い
て
は
、
代
官
や
見
物
人
と
い
っ
た
存
在
は
言
う
ま
で
も
な
く
、
キ
リ
ス
ト
教
と
い
う
宗
教
を
選
び
取
っ
た
お

ぎ
ん
た
ち
信
仰
者
も
、
ま
た
そ
れ
を
阻
ま
ん
と
す
る
悪
魔
で
さ
え
も
、
誰
一
人
と
し
て
本
来
の
意
味
合
い
に
お
い
て
、
キ
リ
ス
ト
教
信
仰

の
本
質
を
見
据
え
得
た
も
の
は
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
小
説
に
お
い
て
の
棄
教
劇
で
は
、
そ
の
よ
う
な
キ
リ
ス
ト
教
の
本
質

如
何
と
い
う
問
題
は
、
も
は
や
置
き
去
り
に
さ
れ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

先
に
見
た
よ
う
に
、「
作
者
」
は
お
ぎ
ん
た
ち
の
棄
教
劇
を
「
遠
い
昔
」
だ
と
し
て
、
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
と
い
う
点
で
の
旧
時
代
的
限

界
と
し
て
措
定
し
て
い
た
が
、
そ
の
限
界
と
は
、
ま
さ
し
く
こ
の
よ
う
な
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
の
本
質
が
置
き
去
り
に
さ
れ
た
棄
教
劇
の
在

り
様
そ
の
も
の
で
あ
っ
た
筈
で
あ
る
。
そ
し
て
「
作
者
」
は
い
ま
、
こ
の
真
な
る
キ
リ
ス
ト
教
が
眼
差
さ
れ
ぬ
棄
教
劇
を
、
現
在
の
地
平

か
ら
問
い
直
す
。「
作
者
」
が
「
懐
疑
的
」
だ
と
そ
こ
に
疑
問
を
投
げ
か
け
る
い
ま
、
そ
の
問
い
は
、
近
代
と
い
う
時
代
に
至
り
も
は
や

真
の
意
味
で
の
キ
リ
ス
ト
教
に
「
無
知
」
で
は
な
い
時
代
を
生
き
る
者
の
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
の
在
り
様
へ
と
そ
の
ま
ま
投
げ
返
さ
れ
る
。

そ
の
よ
う
な
意
味
で
、
小
説
に
お
け
る
お
ぎ
ん
の
棄
教
劇
の
果
て
に
「
作
者
」
が
見
据
え
て
い
た
も
の
と
は
、
お
ぎ
ん
た
ち
と
同
じ
く
し

て
東
洋
的
精
神
と
い
う
背
景
を
背
負
い
な
が
ら
に
し
て
近
代
と
い
う
キ
リ
ス
ト
教
に
「
無
知
」
な
ら
ざ
る
時
代
を
生
き
る
こ
れ
か
ら
の
日

本
人
の
、
そ
の
信
仰
の
あ
る
べ
き
姿
で
は
な
か
っ
た
か
。
言
い
換
え
れ
ば
、
こ
れ
か
ら
の
日
本
人
に
と
っ
て
、
真
の
意
味
で
の
キ
リ
ス
ト

教
理
解
の
、
そ
の
可
能
性
で
あ
る
。
小
説
に
お
い
て
「
作
者
」
は
、
お
ぎ
ん
た
ち
を
殉
教
か
脱
し
得
ぬ
精
神
的
背
景
か
と
い
う
一
種
の
宗

教
的
ア
ポ
リ
ア
へ
の
前
へ
と
佇
立
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
キ
リ
ス
ト
教
と
い
う
信
仰
を
選
び
取
っ
た
日
本
人
の
在
り
方
を
探
ら
ん
と
し

た
。
そ
れ
は
東
洋
的
精
神
を
背
負
っ
た
日
本
人
に
と
っ
て
真
な
る
キ
リ
ス
ト
教
と
は
存
在
し
得
ぬ
の
か
、
と
い
う
問
い
に
も
な
ろ
う
が
、

そ
れ
を
い
ま
「
新
し
い
」
地
平
か
ら
担
い
直
す
「
作
者
」
と
い
う
存
在
を
考
え
る
と
き
、
キ
リ
ス
ト
教
と
い
う
宗
教
を
見
据
え
、
そ
の
本

当
の
意
味
で
の
可
能
性
を
模
索
せ
ん
と
す
る
「
作
者
」
の
眼
差
し
が
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
れ
は
同
時
に
、
後
に
キ
リ
ス
ト

芥
川
龍
之
介
『
お
ぎ
ん
』
論

二
一
八



教
へ
と
接
近
し
て
ゆ
く
芥
川
龍
之
介
そ
の
人
で
も
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
付
言
す
る
ま
で
も
な
か
ろ
う
。

以
上
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
『
お
ぎ
ん
』
と
い
う
小
説
は
、
過
去
の
お
ぎ
ん
た
ち
の
棄
教
劇
を
通
し
て
東
洋
的
精
神
を
背
負
っ
た
日
本
人

に
と
っ
て
の
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
の
可
能
性
を
問
う
た
作
品
で
あ
る
と
同
時
に
、「
作
者
」
と
い
う
存
在
の
挿
入
に
よ
っ
て
、
こ
れ
か
ら
の

日
本
人
に
と
っ
て
の
真
の
意
味
に
お
い
て
の
キ
リ
ス
ト
教
受
容
と
い
う
点
に
お
い
て
の
課
題
ま
で
も
が
見
据
え
ら
れ
た
作
品
と
し
て
評
価

で
き
る
の
で
あ
る
。
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⑴

佐
藤
泰
正
「「
奉
教
人
の
死
」
と
「
お
ぎ
ん
」
芥
川
切
支
丹
物
に
関
す
る
一
考
察
」（『
佐
藤
泰
正
著
作
集
４

芥
川
龍
之
介
論
』（
平
成
十
二
年

九
月

翰
林
書
房
）
収
）
四
四
〜
四
六
頁

⑵

関
口
安
義
『
こ
の
人
を
見
よ

芥
川
龍
之
介
と
聖
書
』（
平
成
七
年
七
月

小
沢
書
店
）
一
四
四
頁

⑶

早
澤
正
人
「「
お
ぎ
ん
」
│
│
〈
他
力
〉
へ
」（
宮
坂
覺
編
『
芥
川
龍
之
介
と
切
支
丹
物
│
│
多
声
・
交
差
・
越
境
』（
平
成
二
十
六
年
四
月

翰

林
書
房
）
収
）
二
九
九
〜
三
〇
一
頁

⑷

河
村
清
一
郎
「「
神
神
の
微
笑
」「
お
ぎ
ん
」「
お
し
の
」
な
ど
│
│
芥
川
龍
之
介
の
切
支
丹
物
に
つ
い
て
」（
昭
和
三
十
五
年
十
二
月
「
金
城
国

文
」）
七
頁

⑸

曺
紗
玉
『
芥
川
龍
之
介
と
キ
リ
ス
ト
教
』（
平
成
七
年
三
月

翰
林
書
房
）
一
八
五
〜
一
八
六
頁

⑹

福
井
靖
子
「
芥
川
龍
之
介
「
お
ぎ
ん
」
を
め
ぐ
っ
て
」（
昭
和
五
十
五
年
十
二
月
「
白
百
合
女
子
大
学
研
究
紀
要
」）
五
四
頁

⑺

森
本
平
「
芥
川
龍
之
介
の
転
換
期
に
お
け
る
人
間
愛
│
│
「
お
ぎ
ん
」
を
中
心
に
│
│
」（
平
成
元
年
三
月
「
國
學
院
大
学
大
學
院
文
學
研
究

科
論
集
」）
一
三
頁

⑻

三
好
行
雄
「
地
底
に
潜
む
も
の
「
南
京
の
基
督
」
前
後
」（（『
三
好
行
雄
著
作
集
第
三
巻

芥
川
龍
之
介
論
』（
平
成
五
年
三
月

筑
摩
書
房
）

収
）
一
八
五
頁

（
お
く
だ

ま
さ
の
り
・
関
西
学
院
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
研
究
員
）

芥
川
龍
之
介
『
お
ぎ
ん
』
論

二
一
九


