
芥
川
龍
之
介

「
社
子
春
」

論

ー
そ
の
明
る
さ
に
龍
め
ら
れ
た
願
望
と
決
意

は
じ
め
に

芥
川
の
年
少
文
学
在
一
「
杜
子
春
」
の
魅
力
は
と
問
わ
れ
た
ら
、
私

は
作
品
中
に
漂
う
明
る
さ
、
と
り
わ
け
最
後
の
場
面
の
晴
れ
晴
れ
と

し
た
爽
快
き
で
あ
る
と
答
え
る
。
そ
れ
に
し
て
も
、
そ
の
ほ
と
ん
ど

が
重
い
陰
欝
さ
を
漂
わ
せ
る
芥
川
の
作
品
の
中
、
「
杜
子
春
」
の
明

る
さ
は
特
別
注
目
す
べ
き
も
の
が
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
一
般

的
に
は
そ
れ
は
〈
倫
理
的
な
美
し
き
〉
や
〈
童
話
故
の
甘
さ
〉
な
ど

と
評
さ
れ
て
い
る
よ
う
だ
が
、
果
し
て
人
間
と
し
て
正
直
に
生
き
て

い
こ
う
と
す
る
杜
子
春
の
姿
に
は
、
そ
う
い
っ
た
も
の
以
上
の
も
っ

と
深
い
作
者
の
意
図
が
認
め
ら
れ
る
よ
う
な
気
が
し
て
な
ら
な
い
。

本
作
品
が
執
筆
、
発
表
さ
れ
た
大
正
八
年
か
ら
九
年
に
か
け
て
の
時

期
、
作
者
が
「
蜜
柑
」
や
「
秋
〕
な
ど
と
い
っ
た
作
品
で
そ
れ
ま
で

の
作
風
か
ら
一
転
機
を
画
そ
う
と
し
て
い
た
こ
と
を
考
え
あ
わ
せ
る

と
、
「
杜
子
春
」
の
中
に
も
そ
う
し
た
作
者
の
意
識
の
変
化
、
或
は
願

望
や
決
意
が
何
ら
か
の
形
で
表
わ
れ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
こ
れ
か

ら
作
品
「
杜
子
春
」
に
つ
い
て
論
ず
る
に
あ
た
り
、
そ
の
明
る
さ
の

中
に
龍
め
ら
れ
た
も
の
は
一
体
何
で
あ
る
の
か
、
た
と
え
そ
の
一
部

二
十
六
回
卒

..,_, 
考古

漂

は
る
な

分
に
で
も
迫
る
こ
と
が
で
き
た
ら
幸
い
で
あ
る
。

一
、
「
杜
子
春
」

の
位
置

「
赤
い
鳥
」
に
発
表
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、

「
杜
子
春
」
は
年
少
文
学
と
し
て
書
か
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
芥
川
の

他
の
年
少
文
学
の
作
品
と
の
比
較
に
お
い
て
「
杜
子
春
」
の
位
置
を

考
え
て
み
た
い
。

芥
川
の
年
少
文
学
で
、
「
蜘
妹
の
糸
」
（
大
正
七
年
）
「
杜
子
春
」

「
白
」
（
大
正
十
三
年
）
の
一
一
一
作
品
の
中
に
、
特
に
彼
の
人
間
観
が
年

少
文
学
と
い
う
枠
を
越
え
て
描
か
れ
て
い
る
と
私
は
感
じ
た
。
更
に

こ
れ
に
「
ト
ロ
ッ
コ
」
（
大
正
十
一
年
）
を
加
え
た
四
作
品
、
奇
し
く

も
ほ
ぼ
二
年
間
隔
で
発
表
さ
れ
て
い
る
こ
れ
ら
の
作
品
を
並
べ
て
み

る
と
、
作
品
中
に
お
け
る
作
者
の
視
点
が
あ
る
方
向
性
を
持
っ
て
推

移
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
つ
ま
り
こ
れ
ら
四
作
品
は
、
主
人
公

と
主
人
公
の
運
命
を
握
る
客
観
的
に
人
聞
を
観
る
存
在
（
以
後
客
観

的
存
在
）
と
か
ら
物
語
が
展
開
さ
れ
て
お
り
、
作
者
の
視
点
は
「
蜘

昧
の
糸
」
で
は
客
観
的
存
在
の
中
に
あ
り
な
が
ら
、
次
第
に
そ
の
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ウ
ェ
ー
ト
を
主
人
公
へ
と
移
し
、
最
終
的
に
「
白
」
で
は
客
観
的
存

佐
の
存
在
そ
の
も
の
を
消
去
し
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

「
蜘
妹
の
糸
」
で
主
人
公
〈
健
陀
多
〉
を
見
る
御
釈
加
様
の
目
は

ま
さ
し
く
芥
川
の
目
で
あ
り
、
そ
の
日
は
彼
特
有
の
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
を

も
っ
て
〈
曜
陀
多
〉
に
象
徴
さ
れ
る
人
間
の
エ
ゴ
イ
ズ
ム
、
愚
か
さ
、

浅
ま
し
さ
を
高
い
位
置
か
ら
見
下
ろ
し
て
い
る
。
し
か
し
「
杜
子

春
」
で
は
、
鉄
冠
子
は
御
釈
加
様
と
違
っ
て
表
情
豊
か
に
措
か
れ
、

「
蜘
妹
の
糸
」
の
二
者
が
没
交
渉
で
あ
っ
た
の
に
対
し
、
杜
子
春
と

同
じ
日
の
高
さ
で
彼
の
目
の
前
で
対
面
し
て
会
話
を
し
て
い
る
。
そ

し
て
、
結
局
人
間
と
し
て
正
直
に
生
き
よ
う
と
す
る
杜
子
春
を
見
る

鉄
冠
子
の
日
に
は
、
そ
う
し
た
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
よ
り
も
む
し
ろ
人
間
性

を
肯
定
的
に
見
た
暖
か
い
眼
差
し
が
感
じ
ら
れ
る
。
更
に
、
「
社
子

春
」
に
お
い
て
作
者
の
視
点
は
そ
う
し
た
鉄
冠
子
の
中
に
あ
り
な
が

ら
、
同
時
に
人
間
と
し
て
幸
福
な
生
き
方
を
摸
索
す
る
社
子
春
の
中

に
も
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
こ
う
し
た
相
違
は
取
り
も
直
さ
ず
作

者
の
人
間
観
の
変
化
に
依
る
も
の
と
解
釈
で
き
よ
う
。

「
ト
ロ
ッ
コ
」
が
前
の
二
作
品
と
大
き
く
異
な
る
の
は
、
客
観
的

存
在
が
主
人
公
の
運
命
を
左
右
す
る
力
を
実
際
に
握
っ
て
い
た
の
に

対
し
、
こ
の
作
品
で
は
良
平
が
土
工
に
対
し
て
勝
手
に
そ
う
思
い
込

ん
で
運
命
を
託
し
て
し
ま
っ
て
い
る
点
で
あ
ろ
う
。
「
帰
り
た
い
」

と
い
え
ば
い
つ
で
も
帰
れ
る
状
況
に
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
彼

は
L
L
仁
た
ち
を
「
優
し
い
人
た
ち
だ
」
と
ひ
と
り
合
点
し
、
土
工
の

以
後
の
日
告
を
聞
く
ま
で
ひ
た
す
ら
上
工
に
運
命
を
託
し
た
ま
ま
口

を
際
ん
で
し
ま
っ
て
い
る
。
そ
の
広
味
で
は
、
仙
人
の
戒
め
を
破
っ

て
あ
え
て
戸
を
発
し
た
社
子
春
と
は
対
照
的
で
あ
る
。
三
一
口
い
代
え
れ

ば
、
良
平
は
鞭
打
た
れ
る
母
に
向
か
っ
て
「
お
母
さ
ん
」
と
声
を
発

す
る
こ
と
を
し
な
か
っ
た
も
う
一
人
の
杜
子
春
の
姿
で
は
な
か
ろ
う

か
。
こ
こ
で
土
工
に
芥
川
の
視
点
を
見
出
す
こ
と
は
も
は
や
で
き
な

い
。
幼
い
日
の
苦
い
思
い
出
の
よ
う
に
無
雑
作
な
運
命
の
突
然
の
宣

告
を
た
だ
黙
っ
て
待
ち
続
け
る
し
か
な
い
良
平
は
ま
さ
に
芥
川
自
身

で
あ
り
、
そ
こ
に
自
ら
の
人
生
の
不
安
を
見
る
目
は
あ
っ
て
も
、
人

聞
を
シ
ニ
カ
ル
に
見
る
目
は
ど
こ
に
も
見
ら
れ
な
い
。

「
白
」
に
お
い
て
は
白
の
運
命
を
握
る
客
観
的
存
在
は
見
ら
れ
な

い
。
「
ト
ロ
ッ
コ
」
で
の
人
生
に
対
す
る
不
安
は
、
こ
こ
で
は
人
生
の

汗
し
み
と
な
っ
て
現
実
的
に
よ
り
目
穴
体
性
を
も
っ
て
描
か
れ
て
い
る
。

壮

f
容
と
白
は
と
も
に
自
殺
を
考
え
て
い
る
が
、
自
の
方
が
は
る
か

に
心
理
的
に
追
い
つ
め
ら
れ
て
お
り
、
自
殺
と
い
う
形
で
自
ら
の
人

生
に
け
り
を
つ
け
よ
う
と
す
る
白
の
姿
は
晩
年
の
芥
川
の
悲
劇
を
想

起
さ
せ
る
。
「
白
」
の
感
動
的
な
結
末
は
、
と
り
も
直
さ
ず
芥
川
の
願

望
の
表
わ
れ
｜
｜
人
生
と
芸
術
、
そ
の
両
方
で
そ
の
死
を
予
感
し

つ
つ
も
、
そ
こ
に
奇
跡
的
救
済
の
道
が
開
か
れ
ん
こ
と
を
待
ち
望
ん

で
い
た
ー
ー
ー
に
違
い
な
い
o
注
二

こ
の
よ
う
に
、
主
人
公
と
客
観
的
存
在
と
の
関
係
に
お
い
て
芥
川

の
視
点
は
初
め
客
観
的
存
在
の
中
に
あ
り
な
が
ら
、
シ
ニ
カ
ル
な
日

で
突
き
放
し
て
描
い
て
い
た
は
ず
の
人
間
の
中
に
次
第
に
自
己
を
投

影
し
、
最
後
に
作
者
は
主
人
公
と
同
化
し
て
し
ま
う
。
そ
し
て
そ
こ

に
読
み
取
れ
る
の
は
作
者
の
人
間
観
か
ら
人
生
観
へ
と
変
わ
る
。
そ

の
同
化
、
或
い
は
変
化
の
先
峰
が
ま
さ
し
く
「
杜
子
春
」
で
あ
る
と

い
え
よ
う
。

芥
川
の
年
少
文
学
は
〈
御
伽
噺
〉
の
世
界
を
目
指
し
な
が
ら
、
小
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説
同
様
に
現
実
に
と
り
こ
ま
れ
て
い
き
最
終
的
に
「
少
年
」
に
お
い

て
小
説
と
の
一
体
化
が
な
さ
れ
る
。
そ
し
て
「
杜
子
春
」
が
年
少
文

学
作
品
に
お
け
る
主
人
公
へ
の
作
者
の
投
影
、
同
化
の
先
峰
で
あ
る

と
す
れ
ば
、
「
少
年
」
へ
の
第
一
歩
が
「
社
子
春
」
だ
っ
た
の
で
は
な

い
か
。
さ
ら
に
芥
川
の
最
初
の
私
小
説
と
も
い
わ
れ
る
「
蜜
柑
」
が

「
杜
子
春
」
と
期
を
同
じ
く
し
て
書
か
れ
て
い
る
こ
と
を
考
え
あ
わ

せ
る
と
、
「
蜜
柑
」
に
対
し
て
の
「
芥
川
が
最
初
の
文
学
上
の
停
滞
に

さ
し
か
か
っ
て
、
そ
れ
を
誠
実
に
超
え
よ
う
と
す
る
試
行
と
し
て
注

目
さ
れ
て
よ
い
主
」
と
い
う
評
価
は
、
ま
さ
に
「
社
子
春
」
に
関
し

て
な
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
り
、
作
家
と
し
て
〈
炉
辺
の
幸
福
注
目
〉

を
追
求
し
て
い
こ
う
と
し
た
大
正
九
年
の
作
品
中
で
も
、
特
に
そ
の

意
識
が
積
極
的
に
現
れ
た
意
欲
作
と
し
て
注
目
に
値
す
る
作
品
で
あ

る
と
思
う
。

二
、
作
品
分
析

原
典
「
杜
子
春
伝
」
と
「
杜
子
春
」
と
の
間
に
は
随
分
な
書
き
代

え
が
あ
る
が
、
そ
の
大
き
な
相
違
点
は
何
と
い
っ
て
も
杜
子
春
が
仙

人
に
な
ろ
う
と
す
る
動
機
と
、
そ
の
結
末
で
あ
る
。
さ
ら
に
は
地
獄

で
の
状
況
で
あ
り
、
こ
れ
ら
の
違
い
は
作
者
の
意
図
す
る
と
こ
ろ
の

違
い
、
つ
ま
り
主
題
の
違
い
に
依
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
こ
で

は
そ
う
し
た
相
違
点
か
ら
主
題
を
考
え
て
い
き
た
い
。

付
三
つ
ー
の
春

「
杜
子
春
」
の
冒
頭
は
〈
或
春
の
日
暮
〉
で
始
ま
る
。
し
か
し

「
杜
子
春
伝
」
は
冬
で
あ
る
。
こ
の
違
い
は
何
を
意
図
し
て
の
も
の

だ
ろ
う
か
。

芥
川
が
全
作
品
を
通
し
て
最
も
多
く
舞
台
と
し
て
い
る
の
は
〈
秋

の
夕
暮
れ
〉
で
あ
る
。
海
老
井
英
次
氏
は
「
〈
秋
の
夕
暮
れ
〉
は
芥
川

の
内
的
世
界
の
基
本
的
時
刻
で
あ
っ
た
と
い
え
る
注
五
」
と
述
べ
て
い

る
が
、
春
を
舞
台
と
し
た
作
品
は
数
少
な
く
、
た
と
え
そ
う
で
あ
っ

て
も
そ
れ
が
作
品
の
主
題
に
大
い
に
影
響
す
る
と
思
わ
れ
る
も
の
は

ほ
と
ん
ど
な
い
。
海
老
井
氏
の
指
摘
通
り
〈
秋
の
夕
暮
れ
〉
が
芥
川

の
内
的
世
界
の
基
本
的
時
刻
で
あ
る
な
ら
ば
、
〈
春
〉
は
そ
れ
に
反

し
て
い
る
。
冒
頭
部
分
に
は
季
節
だ
け
で
な
く
、
も
う
一
つ
春
が
用

意
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
主
人
公
が
若
者
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

こ
れ
以
前
に
主
人
公
が
若
者
で
、
そ
の
若
さ
を
主
題
や
展
開
に
生
か

し
て
い
る
よ
う
な
作
品
は
全
く
見
ら
れ
な
い
。

さ
ら
に
杜
子
春
と
老
人
の
対
面
は
常
に
春
で
あ
り
、
最
後
も
春
で

物
語
は
終
る
。
こ
の
よ
う
に
終
始
一
貫
し
て
春
の
持
つ
明
る
さ
を
生

か
し
た
作
品
は
、
芥
川
の
作
品
で
は
「
杜
子
春
」
以
外
に
は
な
い
。

季
節
の
春
、
若
者
で
あ
る
と
い
う
、
い
わ
ば
人
生
の
春
、
そ
し
て
主

人
公
の
「
杜
子
春
」
と
い
う
名
前
｜
｜
冒
頭
に
お
け
る
こ
れ
ら
の

三
つ
の
春
の
設
定
は
、
予
想
以
上
に
強
い
影
響
力
を
も
っ
て
こ
の
物

語
を
支
え
て
い
る
。
つ
ま
り
「
社
子
春
」
は
〈
春
〉
を
モ
チ
ー
フ
と

し
た
作
品
な
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
芥
川
に
と
っ
て
新
た
な
試
み
の
ひ

と
つ
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。

∞
杜
子
春
の
人
間
像

「
杜
子
春
伝
」
と
「
杜
子
春
」
と
は
主
人
公
の
描
写
も
冒
頭
か
ら

異
な
っ
て
い
る
。
原
典
で
は
落
ち
ぶ
れ
た
杜
子
春
の
憐
れ
な
有
様
、
が

客
観
的
に
描
か
れ
、
世
間
の
冷
淡
さ
を
慣
ら
せ
て
い
る
。
こ
れ
に
対

し
芥
川
の
社
子
春
に
そ
う
い
っ
た
恨
み
言
や
憤
り
は
な
く
、
ど
の
よ
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う
に
落
ち
ぶ
れ
て
い
る
か
に
も
言
及
し
て
い
な
い
。
こ
こ
で
重
要
な

の
は
杜
子
春
が
人
生
に
疲
れ
て
い
る
、
と
い
う
点
で
あ
る
。
取
り
と

め
も
な
く
死
を
思
い
め
ぐ
ら
す
程
の
疲
労
と
あ
き
ら
め
を
杜
子
春
は

感
じ
て
い
る
。
そ
れ
は
あ
る
意
味
で
、
芥
川
が
当
時
感
じ
て
い
た

〈
云
ひ
ゃ
う
の
な
い
疲
労
と
倦
怠
〉
と
通
じ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
彼
は
ず
っ
と
無
意
識
に
、
空
を
飛
ぶ
こ
と
を
望
ん
で
い
た

の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
彼
の
目
は
始
め
か
ら
「
画
の
よ
う
に
美
し

い
」
往
来
に
は
向
け
ら
れ
て
い
な
い
。
ぼ
ん
や
り
で
は
あ
る
が
空
に

向
け
ら
れ
て
い
る
。
霞
の
中
に
か
す
か
に
見
え
る
月
が
現
実
の
生
活

の
疲
労
と
倦
怠
の
中
で
か
す
か
に
見
え
る
理
想
の
具
現
で
あ
る
と
す

れ
ば
、
社
子
春
は
そ
う
し
た
理
想
、
言
い
代
え
れ
ば
仮
構
の
世
界
へ

の
憧
れ
を
常
に
無
意
識
の
奥
底
に
持
ち
続
け
て
い
た
の
に
違
い
な
い
。

そ
し
て
そ
れ
故
に
現
実
の
世
界
で
自
分
の
進
む
べ
き
方
向
を
見
失
っ

て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

「
人
間
と
い
う
も
の
に
愛
想
が
つ
き
た
」
と
言
う
社
子
春
に
、
鉄

冠
子
は
「
で
は
こ
れ
か
ら
は
貧
乏
を
し
て
も
、
安
ら
か
に
暮
し
て
行

く
つ
も
り
か
」
と
尋
ね
る
。
そ
れ
に
対
す
る
答
え
は
「
そ
れ
も
今
の

私
に
は
出
来
ま
せ
ん
。
で
す
か
ら
」
仙
術
の
修
業
が
し
た
い
と
い
う

も
の
だ
っ
た
。
お
そ
ら
く
彼
は
そ
う
な
る
に
は
不
可
欠
な
、
或
い
は

思
い
切
れ
な
い
何
か
を
求
め
て
い
た
の
で
は
な
い
か
。
「
今
の
広
に

は
」
と
い
う
言
葉
に
、
ち
ょ
う
ど
こ
の
作
品
を
執
筆
し
て
い
る
頃
、

文
学
的
な
停
滞
に
悩
み
な
ん
と
か
そ
こ
か
ら
脱
し
よ
う
と
す
る
作
者

の
資
が
占

A

重
写
し
に
な
る
。
杜
子
春
は
自
分
の
生
き
方
を
摸
索
し
て

い
た
、
そ
し
て
仙
人
に
な
ろ
う
と
い
う
の
も
そ
う
し
た
摸
索
の
ひ
と

つ
の
試
み
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

社
子
春
は
善
良
で
愚
か
な
、
ご
く
平
凡
な
一
介
の
人
間
で
あ
る
。

こ
う
し
た
平
凡
な
人
聞
を
主
人
公
に
し
た
作
品
は
大
正
九
年
以
降
多

く
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
こ
こ
に
も
作
者
の
人
間
観
、
さ
ら
に
は

人
生
観
の
変
化
を
垣
間
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

同
母
、
母
の
声
な
き
戸
に
つ
い
て

「
杜
子
春
伝
」
と
「
杜
子
春
」
と
の
改
作
で
、
そ
の
主
題
に
最
も

大
き
く
関
わ
る
の
が
地
獄
に
堕
ち
て
以
降
の
展
開
の
違
い
で
あ
る
。

原
典
で
は
地
獄
の
責
苦
を
受
け
る
の
は
妻
で
あ
り
、
そ
れ
を
見
殺
し

に
し
た
社
子
春
は
女
と
し
て
生
ま
れ
変
わ
り
、
そ
こ
で
我
が
子
の
死

に
「
略
」
と
声
を
も
ら
す
。
そ
れ
に
対
し
芥
川
は
社
子
春
の
前
に
彼

の
州
親
を
連
れ
て
来
る
。
そ
し
て
「
お
母
さ
ん
」
と
い
う
叫
び
は
粉

れ
も
な
く
意
志
的
な
声
で
あ
っ
た
。

地
獄
で
畜
生
道
に
堕
ち
た
両
親
が
登
場
す
る
こ
と
は
、
現
世
に
お

い
て
は
社
子
春
の
両
親
は
死
ん
で
し
ま
っ
て
存
在
し
て
い
な
い
こ
と

を
認
識
さ
せ
る
。
杜
子
春
の
放
蕩
は
、
実
は
そ
の
両
親
の
不
在
に
大

き
く
起
因
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
私
は
推
測
す
る
。
つ
ま
り
、

彼
の
周
囲
に
は
彼
を
純
粋
に
愛
し
て
く
れ
る
肉
親
が
い
な
か
っ
た
、

彼
は
薄
情
な
他
人
の
中
に
一
人
と
り
残
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

鞭
打
た
れ
る
両
親
を
前
に
、
杜
子
春
は
緊
く
眼
を
つ
ぶ
っ
て
必
死

に
黙
っ
て
い
る
。
す
る
と
社
子
春
の
耳
に
伝
わ
っ
て
き
た
の
は
母
の

声
な
き
声
だ
っ
た

・
：
す
る
と
そ
の
時
彼
の
耳
に
は
、
殆
戸
と
は
い
え
な
い
位
、
か
す

か
な
声
、
か
伝
わ
っ
て
来
ま
し
た
。

母
親
の
声
は
、
彼
に
〈
聞
こ
え
た
〉
の
で
は
な
い
、
〈
伝
わ
っ
た
〉
の

で
あ
る
。
更
に
責
苦
を
受
け
て
い
る
の
は
両
親
で
あ
る
の
に
、
彼
に
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伝
わ
っ
た
の
は
〈
母
〉
一
人
の
戸
で
あ
る
こ
と
に
注
目
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
お
そ
ら
く
そ
れ
は
音
と
し
て
発
せ
ら
れ
た
の
で
は
な
く
、

意
識
と
し
て
彼
の
心
に
伝
わ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
地
獄
に
堕
ち
た
時
、

杜
子
春
は
す
で
に
肉
体
を
離
れ
た
〈
魂
〉
で
あ
る
。
地
獄
で
の
彼
と

母
と
の
対
話
は
、
魂
と
魂
の
対
話
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

初
期
か
ら
大
正
七
年
頃
ま
で
の
芥
川
の
作
品
は
そ
の
ほ
と
ん
ど
が

人
間
性
を
冷
淡
に
、
彼
特
有
の
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
を
持
っ
て
描
い
た
も
の

で
あ
る
が
、
そ
れ
は
彼
の
生
い
立
ち
、
〈
母
性
の
欠
如
〉
に
起
因
し
て

い
る
と
三
好
行
雄
氏
は
指
摘
要
し
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
頃
の
作
品

の
中
に
母
親
の
存
在
が
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
な
い
の
も
そ
の
た
め
で
あ

ろ
う
と
述
べ
て
い
る
。
し
か
し
「
杜
子
春
」
に
は
母
親
の
示
す
〈
母

性
〉
が
世
間
の
冷
た
さ
と
比
較
し
て
描
か
れ
る
。
芥
川
は
後
に
「
保

儒
の
言
葉
」
の
〈
親
子
〉
の
頃
で
「
子
供
に
対
す
る
母
親
の
愛
は
最

も
利
己
心
の
な
い
愛
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
が
、
杜
子
春
の
母
親

が
彼
に
示
し
た
（
少
な
く
と
も
彼
自
身
が
そ
う
感
じ
て
い
る
）
母
の

愛
、
す
な
わ
ち
〈
母
性
〉
は
、
作
者
の
芥
川
に
と
っ
て
最
も
欠
如
し
、

そ
し
て
最
も
必
要
な
も
の
だ
っ
た
と
い
え
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

杜
子
春
が
仙
人
を
志
し
た
の
は
、
薄
情
な
人
々
に
愛
想
が
つ
き
、

そ
の
中
で
生
き
て
い
く
方
向
性
を
見
失
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
し

か
し
ぼ
ん
や
り
と
空
を
眺
め
る
彼
が
無
意
識
に
何
か
を
求
め
て
い
た

と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
理
想
の
世
界
、
夢
幻
の
世
界
｜
｜
現
実
に
は

手
に
入
れ
る
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
、
ま
さ
し
く
今
は
亡
き
母
の
愛
、

母
性
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
夢
幻
の
世
界
で
地
獄
に
堕
ち
る
と
い
う
超

現
実
的
過
程
を
経
て
、
社
子
春
は
つ
い
に
母
と
の
再
会
、
さ
ら
に
は

母
性
の
回
復
を
成
し
得
た
の
だ
と
言
え
よ
う
。
そ
の
無
意
識
の
求
め

る
と
こ
ろ
の
究
極
に
た
ど
り
つ
い
た
彼
に
は
、
も
は
や
仙
人
に
な
る

こ
と
も
、
そ
の
た
め
の
鉄
冠
子
の
戒
し
め
も
不
要
で
あ
っ
た
。

母
を
描
く
こ
と
を
自
ら
タ
ブ
ー
と
し
て
し
ま
っ
た
作
者
が
あ
え
て

母
を
描
い
た
と
い
う
意
味
で
、
こ
の
場
面
の
持
つ
意
味
は
た
い
へ
ん

重
い
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
で
あ
ろ
う
。
自
ら
の
禁
忌
を
破
っ
た
作

者
、
戒
し
め
を
破
っ
て
「
お
母
さ
ん
」
と
声
を
発
し
た
社
子
春
、
そ

し
て
「
少
年
」
の
中
で
「
お
母
さ
ん
」
と
無
意
識
に
母
を
呼
ぶ
保
吉
、

こ
れ
ら
を
並
べ
て
み
た
時
、
「
杜
子
春
」
と
い
う
作
品
が
単
な
る
年

少
文
学
と
し
て
見
過
す
こ
と
の
出
来
な
い
重
い
テ
l
マ
を
抱
え
て
い

る
と
私
に
は
思
わ
れ
て
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

、
主
題
に
つ
い
て

杜
子
春
は
仙
人
に
な
り
そ
こ
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
し
か
し
彼
の

「
何
に
な
っ
て
も
人
間
ら
し
い
、
正
直
な
く
ら
し
を
す
る
つ
も
り
で

す
」
と
い
う
そ
の
声
に
は
晴
れ
靖
れ
と
し
た
調
子
が
軍
っ
て
い
た
。

仙
人
に
な
れ
な
か
っ
た
こ
と
を
「
反
っ
て
嬉
し
い
気
が
す
る
」
と

言
っ
て
杜
子
春
が
晴
れ
晴
れ
と
し
て
い
る
の
は
、
彼
が
無
意
識
に
求

め
た
も
の
が
死
ん
で
し
ま
っ
た
母
の
愛
、
す
な
わ
ち
失
わ
れ
た
母
性

の
回
復
で
あ
っ
た
と
考
え
れ
ば
、
〈
母
性
の
回
復
〉
が
達
成
さ
れ
た

今
、
そ
れ
も
当
然
の
反
応
で
あ
ろ
う
。
そ
う
し
て
そ
れ
に
よ
っ
て
人

間
と
し
て
生
き
て
い
く
自
信
を
得
た
杜
子
春
の
姿
は
、
そ
う
あ
り
た

い
と
願
う
作
者
の
願
望
で
も
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
こ
の
作
品
の
主
題

は
、
そ
う
し
た
杜
子
春
の
失
わ
れ
た
母
性
の
匝
復
に
よ
る
生
き
る
自

信
の
回
復
に
あ
る
。

す
で
に
文
学
的
停
滞
を
迎
え
て
い
た
芥
川
は
、
新
た
に
〈
炉
辺
の
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幸
福
〉
（
「
素
斐
鳴
尊
」
）
に
目
を
向
け
る
こ
と
で
新
境
地
を
聞
こ
う

と
し
て
い
た
。
し
か
し
そ
れ
は
実
生
活
を
認
識
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
こ
と
で
あ
り
、
芥
川
が
自
分
の
実
生
活
、
す
な
わ
ち
人
生
を
考
え

る
時
、
そ
こ
に
暗
い
影
を
お
と
す
〈
母
〉
の
不
在
は
避
け
て
通
れ
ぬ

問
題
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。
そ
の
う
え
、
間
も
な
く
母
親
と
な
る

妻
も
母
性
を
感
じ
さ
せ
て
い
た
で
あ
ろ
う
し
、
彼
は
否
応
無
し
に
自

分
の
人
生
に
お
け
る
〈
母
性
の
欠
如
〉
と
対
面
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

く
な
っ
て
い
た
。
そ
ん
な
時
彼
は
自
分
の
無
意
識
の
奥
底
に
封
じ
て

い
た
〈
母
性
の
回
復
〉
へ
の
願
望
に
は
っ
き
り
気
付
い
た
の
で
は
な

か
ろ
う
か
。
つ
ま
り
作
者
は
そ
う
し
た
自
己
の
願
望
を
杜
子
春
に
託

し
た
の
で
あ
る
。
杜
子
春
の
願
望
の
成
就
は
作
者
の
願
望
の
成
就
で

あ
り
、
芥
川
が
不
愉
快
な
現
実
の
中
で
生
き
る
自
信
を
得
る
に
は
、

〈
母
性
の
回
復
〉
は
必
須
の
も
の
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。

大
正
九
年
の
転
機
を
画
し
た
代
表
作
と
し
て
「
秋
」
が
あ
る
。
こ

れ
は
〈
利
那
の
感
動
〉
（
「
奉
教
人
の
死
」
〉
の
後
の
む
な
し
さ
を
生
き

な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
女
主
人
公
信
子
が
、
疲
労
と
倦
怠
の
日

常
の
中
に
埋
没
し
て
い
く
姿
を
描
い
た
作
品
で
あ
る
。
そ
の
題
名
だ

け
み
て
も
対
照
的
な
「
秋
」
と
「
杜
子
春
」
と
を
比
較
し
て
み
る
と
、

白
ら
構
築
し
た
仮
構
の
世
界
の
崩
壊
に
よ
っ
て
現
実
の
生
に
疲
労
と

倦
怠
と
を
感
じ
て
い
く
信
子
と
、
〈
母
性
の
回
復
〉
と
い
う
理
想
の

実
現
に
よ
っ
て
現
実
を
誠
実
に
生
き
抜
こ
う
と
す
る
杜
子
春
と
は
全

く
対
照
的
で
あ
る
。
一
言
う
な
れ
ば
、
一
M
fの
生
き
方
は
仮
構
の
世
界

の
中
に
現
実
の
人
生
を
と
り
こ
ま
れ
て
し
ま
う
消
極
的
な
生
き
方
で

あ
り
、
杜
子
春
の
生
き
方
は
仮
構
の
快
界
を
現
実
の
中
に
と
り
こ
ん

で
い
く
生
き
方
、
積
極
的
な
生
き
方
で
あ
る
。
そ
う
い
っ
た
意
味
で

「
秋
」
と
「
杜
子
春
」
と
は
、
試
行
錯
誤
を
繰
り
返
し
た
大
正
九
年

頃
の
作
品
の
中
で
そ
の
両
極
を
成
す
も
の
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
そ

し
て
そ
の
中
で
最
も
積
極
的
な
生
き
方
を
示
し
た
も
の
が
こ
の
「
社

子
春
」
で
は
な
か
ろ
う
か
。
他
の
作
品
に
な
い
明
る
さ
が
こ
の
作
品

に
あ
る
の
は
、
実
は
そ
う
し
た
作
者
の
意
欲
的
、
積
極
的
な
生
き
方

へ
の
決
意
や
願
望
が
龍
め
ら
れ
、
そ
れ
が
私
た
ち
に
も
強
く
訴
え
か

け
て
く
る
も
の
だ
か
ら
で
あ
ろ
う
。

「
少
年
」
の
最
後
の
場
面
は
保
吉
の
三
年
以
前
の
回
想
で
あ
る
。

「
少
年
」
が
書
か
れ
た
の
は
大
正
十
三
年
、
上
海
へ
旅
行
し
た
の
は

大
正
十
年
で
あ
る
が
、
最
後
の
こ
の
「
お
母
さ
ん
」
と
い
う
呼
び
か

け
は
ま
さ
に
杜
子
春
の
も
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
「
蜜
柑
」

に
お
い
て
告
白
的
小
説
を
書
き
な
が
ら
も
、
そ
こ
に
私
は
「
秋
」
の

信
子
に
通
じ
る
、
〈
利
那
の
感
動
〉
を
現
実
に
も
求
め
な
が
ら
疲
労

と
倦
怠
の
日
常
に
埋
没
し
て
い
く
作
者
自
身
を
見
て
し
ま
う
。
「
誰

が
御
苦
労
に
も
恥
、
ち
入
り
た
い
こ
と
を
告
白
小
説
な
ど
に
作
る
も
の

か
」
と
告
白
を
拒
否
し
て
き
た
彼
が
、
そ
の
告
白
小
説
を
書
か
ざ
る

を
得
な
く
な
っ
た
時
、
「
お
母
さ
ん
」
と
無
意
識
に
母
を
呼
ん
だ
の

は
、
〈
母
性
の
回
復
〉
が
作
者
の
第
一
の
願
望
で
あ
っ
た
か
ら
だ
ろ

う
。
す
な
わ
ち
「
社
子
春
」
で
作
者
が
主
人
公
に
託
し
た
も
の
は
、

四
年
後
、
今
度
は
自
ら
を
告
白
す
る
形
で
描
か
れ
て
い
る
。
そ
ま
の

意
味
で
「
杜
子
春
」
は
新
た
な
境
地
へ
と
踏
み
出
そ
う
と
す
る
芥
川

の
決
意
の
表
明
、
そ
し
て
「
少
年
」
に
始
ま
る
告
白
的
小
説
の
先
駆

け
と
な
る
、
「
秋
」
以
上
に
そ
の
転
機
を
嗣
し
て
脅
か
れ
た
作
品
で

あ
る
と
言
え
よ
う
。
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お
わ
り
に

杜
子
春
は
見
事
に
〈
母
性
〉
を
回
復
し
、
人
間
と
し
て
の
生
き
る

方
向
を
見
出
し
た
。
し
か
し
芥
川
は
母
性
の
回
復
す
る
こ
と
は
最
終

的
に
で
き
な
か
っ
た
。
彼
は
勇
気
を
だ
し
て
杜
子
春
と
と
も
に
母
の

い
る
地
獄
へ
と
向
っ
た
。
だ
が
、
そ
こ
に
杜
子
春
の
母
は
い
て
も
芥

川
の
母
は
い
な
か
っ
た
。
同
じ
も
の
を
希
求
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

杜
子
春
の
将
来
と
芥
川
の
そ
の
後
の
半
生
は
あ
ま
り
に
も
違
い
す
ぎ

る
。
大
正
九
年
以
後
、
晩
年
の
彼
へ
と
辿
る
経
路
を
ひ
と
つ
ひ
と
つ

見
て
い
く
と
、
結
局
彼
は
現
実
に
お
け
る
生
き
方
を
摸
索
し
な
が
ら

も
、
そ
こ
で
生
き
る
術
を
見
つ
け
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
、
つ
ま

り
彼
は
現
実
で
は
な
く
仮
構
の
世
界
で
し
か
生
き
る
こ
と
が
で
き
な

い
作
家
で
あ
り
、
人
間
で
あ
っ
た
。

「
蜜
柑
」
に
お
い
て
告
白
的
小
説
を
試
み
た
芥
川
は
、
現
実
の
世

界
に
目
を
向
け
な
が
ら
も
結
局
は
〈
利
那
の
感
動
〉
を
求
め
て
い
る
。

そ
れ
に
対
し
て
「
社
子
春
」
は
、
同
じ
時
期
に
脱
稿
さ
れ
て
い
る
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
が
御
伽
噺
的
な
物
語
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
現
実
を
生
き
よ
う
と
す
る
意
欲
に
満
ち
て
い
る
。
い
や
、
御
伽

噺
で
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
彼
は
自
分
の
無
意
識
を
解
放
す
る
こ
と
が
で

き
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
も
し
こ
の
時
期
、
蜜
柑
」
を
始
め
と
す
る

小
説
に
お
い
て
彼
が
も
っ
と
自
由
に
自
分
の
意
識
に
封
じ
こ
め
て
い

た
も
の
を
開
放
す
る
こ
と
が
で
き
て
い
た
ら
、
あ
る
い
は
芥
川
は
あ

の
よ
う
な
悲
劇
を
迎
え
る
こ
と
は
な
か
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

注
一
恩
田
逸
夫
氏
の
「
芥
川
龍
之
介
の
年
少
文
学
」
（
『
明
治
大
正
文
学

研
究
』
第
一
四
号
、
昭
和
二
九
年
一

O
月
発
行
）
の
中
の
定
義
に
よ
っ

た
上
で
、
年
少
者
を
対
象
と
し
た
文
学
と
い
う
意
味
で
用
い
て
い
る
。

二
ち
ょ
う
ど
「
白
」
の
執
筆
中
、
有
島
武
郎
の
情
死
を
知
り
、
小
島
政

二
郎
に
「
死
ん
、
ち
ゃ
あ
、
敗
北
だ
よ
」
と
語
っ
て
い
る
。

三
『
芥
川
龍
之
介
辞
典
』
「
蜜
柑
」
の
項
に
よ
る
、
塚
谷
周
二
氏
解
説
。

明
治
書
院
。

四
大
正
九
年
発
表
の
「
素
斐
鳴
尊
」
は
父
に
な
る
主
人
公
が
「
炉
辺
の

幸
福
を
見
出
し
た
」
と
あ
る
。
同
じ
頃
作
者
自
身
長
男
比
呂
志
が
生

ま
れ
て
い
る
。

五
「
秋
」
（
『
鑑
賞
日
本
現
代
文
学
⑪
芥
川
龍
之
介
』
海
老
井
英
次
編

角
川
書
店
）

六
『
日
本
児
童
文
学
大
系
』
ロ

月

ほ
る
ぷ
出
版

q
t
u
 

戸

hu

昭
和
五
二
年
十
一




