
「
羅
生
門
」

と
そ
の
周
辺

序

章

芥
川
龍
之
介
の
初
期
小
説
は
、
例
え
ば
久
米
正
雄
の
云
う
よ
う
に
、
そ
の
執
れ

も
が
充
分
に
行
き
届
い
た
も
の
で
あ
っ
て
、

「
表
現
し
よ
う
と
思
ふ
最
後
の
も
の

ま
で
」
表
現
し
尽
し
、
・
「
裏
に
『
意
味
』
が
あ
る
わ
け
で
な
く
」
、
「
テ
!
?
な
ら
テ

!
?
、
寓
意
な
ら
寓
意
、
人
生
観
な
ら
人
生
観
を
、
ぴ
っ
た
り
」
語
っ
た
、

句
の
な
い
作
品
、
注
釈
の
必
要
の
な
い
作
品
」
と
云
う
乙
と
に
な
っ
て
い
る
。

う
し
た
彼
の
作
品
に
就
い
て
ρ
1
な
に
程
か
の
「
文
句
」
を
云
お
う
と
思
う
私
に

は
、
必
ず
し
も
彼
が
「
表
現
し
よ
う
」
と
思
っ
た
わ
け
で
は
な
い
か
も
知
れ
ぬ
、

な
に
事
か
に
就
い
て
述
べ
る
乙
と
も
許
さ
れ
る
よ
う
に
思
う
。
彼
が
表
現
し
よ
う
と

意
図
し
た
処
を
明
ら
め
よ
う
と
す
れ
ば
、
例
え
ば
登
場
人
物
、
構
成
、
文
体
等
を

仔
細
に
分
析
し
、

そ
の
主
題
と
美
を
解
明
す
る
(
と
恩
う
)

乙
と
に
よ
っ
て
、

的
は
達
成
さ
れ
る
や
も
知
れ
ぬ
。
が
、
畢
寛
そ
れ
は
読
者
の
側
か
ら
の
類
推
に
と

ど
ま
る
。
又
、
例
え
ば
小
説
の
作
者
は
、
文
学
的
真
実
の
為
K
は
、
そ
の
作
中
人

物
に
己
れ
自
身
の
日
頃
の
信
条
と
は
背
反
す
る
見
解
を
喋
ら
せ
る
自
由
も
、
又
、
事

日
常
体
験
の
中
か
ら
抽
象
し
、
虚
構
と
云
う
名
の
嘘
を
書
き
つ
け

実
を
変
形
し
、

る
権
利
も
保
有
し
て
い
る
乙
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
.
特
に
、
主
人
公
は
作
家

の
「
思
想
」
の
分
身
で
は
あ
っ
て
も
、
作
家
自
身
の
全
体
的
実
像
で
は
な
い
の
で

あ
る
。
読
者
が
、
作
品
と
云
う
「
表
現
さ
れ
た
も
の
」
を
媒
介
と
し
て
逆
探
知
す

越

智

良

べ
き
「
作
家
」
の
像
と
は
、
生
身
の
人
間
で
は
な
く
知
的
精
神
体
と
で
も
称
す
ベ

き
抽
象
的
人
格
で
あ
る
。
以
上
の
よ
う
な
ζ

と
を
殊
更
此
処
に
記
し
て
お
く
の
も
、

私
が
今
か
ら
試
み
よ
う
と
す
る
の
が
、

「
羅
生
門
」
の
注
釈
で
も
、
又
作
品
を
芥

川
と
か
云
う
人
の
人
物
論
に
還
元
す
る
乙
と
で
も
な
く
、

一
つ
の
文
学
的
な
思
考

で
あ
る
(
つ
も
り
で
あ
る
)

乙
と
を
、
諒
承
し
て
い
た
だ
き
た
く
思
う
為
で
あ
る
。

「文

「
作
者
」

第
一
章

の
登
場
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こ

「
羅
生
門
」
を
一
読
し
て
気
付
く
乙
と
は
、
主
人
公
に
仮
託
す
る
と
云
う
形
態

を
と
ら
ず
、
直
接
「
作
者
」
な
る
も
の
が
顔
を
出
し
て
い
る
と
云
う
乙
と
で
あ
る
。

(
乙
の
「
作
者
」
は
文
字
通
り
に
「
作
者
」
な
る
も
の
で
あ
っ
て
、

乙
の
小
説
の

作
者
芥
川
の
乙
と
で
は
な
い
)
そ
れ
は
下
人
の
心
情
を
描
く
の
に
、
概
ね
「
彼
は

目

乙
う
思
う
」
と
云
う
形
で
で
は
な
く
、

「
作
者
」
が
高
み
か
ら
観
察
し
、
判
断
し

説
明
す
る
と
云
う
や
り
方
で
終
始
し
て
い
る
文
体
に
も
既
K
明
ら
か
な
の
だ
が

も
ー「つ

作・と
者・端
守・的
0 ・iζ
?・は声.、

例
え

ば
『
下
人
が
雨
ゃ
み
を
待
っ
て
い
た
』
と
書
い
た
。
」

傍

点

1
1論
者
、
以
下
同
)

と
云
う
書
き
方
に
現
れ
て
い
る
。

「
旧
記
に
よ
る
と
、
仏
像
や
仏
具
を
打
砕
い
て
(
中
略
)

(

l

)

 

て
、
薪
の
料
に
売
っ
て
ゐ
た
と
云
ふ
事
で
あ
る
。
」

そ
れ
か
ら
、
又
、

路
ば
た
に
つ
み
重
ね



な
ど
と
い
う
文
章
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。
読
者
は
、

ζ

の
「
旧
記
」
を
引
用
し

乍
ら
作
中
世
界
を
宰
領
す
る
存
在
を
否
応
無
く
意
識
し
な
い
わ
け
に
は
ゆ
か
な
い

の
で
あ
る
。
そ
の
他
‘

ζ

の
作
品
中
に
登
場
し
て
来
る
「
作
者
」
の
影
は
到
る
処

K
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
例
え
ば
、
次
の
よ
う
な
視
点
の
移
動
か
ら
も
そ
の

乙
と
は
窺
い
知
れ
よ
う
。

即
ち
、
物
語
の
冒
頭
に
、
普
通
の
小
説
同
様
客
観
的
視
点
か
ら
の
語
り
口
を
も

って、「
或
自
の
暮
方
の
事
で
あ
る
。
一
人
の
下
人
が
、
羅
生
門
の
下
で
雨
ゃ
み
を
待

っ
て
ゐ
た
。
「
/
」
広
い
門
の
下
に
は
、
乙
の
子
の
外
に
誰
も
ゐ
な
い
。
(
中
略
)
右
の

頬
に
出
来
た
、
大
き
な
面
馳
を
気
に
し
な
が
ら
、
ぼ
ん
や
り
、
雨
の
ふ
る
の
を
眺

め
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
」

と
書
い
て
お
き
乍
ら
、

「
そ
れ
か
ら
、
-
何
分
か
の
後
」
に
は
、

「
羅
生
門
の
楼
の
上
へ
出
る
、
幅
の
広
い
梯
子
の
中
段
に
、
一
人
の
男
が
(
中

略
)
上
の
容
子
を
窺
っ
て
ゐ
た
。
楼
の
上
か
ら
さ
す
火
の
光
が
、
か
す
か
に
、
そ

の
男
の
石
の
頬
を
ぬ
ら
し
て
ゐ
る
。
短
い
単
調
の
中

κ、
赤
く
膿
を
持
っ
た
面
腕
の

あ
る
頬
で
あ
る
。

下人は・・・・・・・・・・・・:・」

と

書

い

て

、

「

一

人

の

男

」

が

現

れ

、

両

者

は

右

頬
の
面
胞
と
云
う
共
通
項
K
よ
っ
て
持
び
結
び
合
わ
さ
れ
る
と
云
っ
た
、
構
成
的

な
手
法
か
ら
も
、
読
者
は
、
と
の
雨
の
夜
の
羅
生
門
の
下
人
か
ら
程
遠
か
ら
ぬ
処

「
下
人
」
が
一
旦
姿
を
消
し
、

に
居
て
、
自
在
に
撮
影
カ
メ
ラ
を
操
っ
て
い
る
「
作
者
」
の
視
点
を
想
定
す
る
の

で
あ
る
。

確
か
に
、

一
方
方
、
主
人
公
が
直
接
見
、
判
断
し
、
語
っ
て
い
る
、

「
作
者
」

楼
lζ 
上そ
るれ
綿は
子 特
を Ir
見・事
っ・件
け・へ
たの
り導
し入
ての
い部
る分
限・で
で 門
、の

ζ 下

か不
ら在
雨 の
空部
を分
見・が
上.あ
げる
Tこ tζ
りは
、あ

る

れ
は
明
ら
か
に
、
宕
頬
だ
け
に
光
の
あ
た
っ
て
い
る
容
子
を
眺
め
て
い
る
眼
と
同

一
の
も
の
で
は
な
い
。
例
え
ば
次
の
描
写
、

「
見
る
と
、
楼
の
内
K
は
、
噂
K
聞
い
た
通
り
、
幾
つ
か
の
屍
骸
が
、
無
造
作

に
棄
て
h

あ
る
が
、
火
の
光
の
及
ぶ
範
囲
が
、
思
っ
た
よ
り
狭
い
の
で
、
数
は
幾

っ
と
も
わ
か
ら
な
い
。
唯
、
お
ぼ
ろ
げ
な
が
ら
、
知
れ
る
の
は
、
そ
の
中
K
裸
の

屍
骸
と
、
着
物
を
着
た
屍
骸
と
が
あ
る
と
云
う
事
で
あ
る
。
勿
論
、

男
も
ま
じ
っ
て
ゐ
る
ら
し
い
。
」

中
に
は
女
も

乙
う
云
っ
た
描
写
は
、
当
然
下
人
の
眼
か
ら
の
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
更
に

次
の
様
な
文
章
で
は
、
殆
ど
読
者
は
直
接
下
人
の
根
と
重
な
り
下
人
と
同
じ
物
を

見
て
い
る
と
云
っ
て
も
よ
い
だ
ろ
う
。

「
下
人
の
眼
は
、
そ
の
時
、
は
じ
め
て
、
其
屍
骸
の
中
に
降
っ
て
い
る
人
聞
を

見
た
。
檎
肌
色
の
着
物
を
着
た
、
背
の
低
い
、
痩
せ
た
、
白
髪
践
の
、
猿
の
や
う

ワ
t

n
d
 

な
老
婆
で
あ
る
。
そ
の
老
婆
は
、
右
の
手
に
火
を
と
も
し
た
松
の
木
片
を
持
っ
て

そ
の
屍
骸
の
一
つ
の
顔
を
覗
き
乙
む
や
う
に
眺
め
て
ゐ
た
。
髪
の
毛
の
長
い
所
を

見
る
と
、
多
分
女
の
屍
骸
で
あ
ら
う
。
」

乙
の
文
章
は
明
ら
か
に
下
人
の
限
を
視
点
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
し
、
読
者
も

又
、
下
人
が
観
察
し
、
判
断
す
る
以
上
の
と
と
を
知
る
ζ

と
は
出
来
な
い
。

尤

も
、
跨
っ
て
い
る
人
閣
の
身
長
が
ど
う
し
て
分
る
か
、
不
思
議
と
云
え
ば
不
思
議

だ
が
)

そ
の
意
味
で
は
、
読
者
は
主
人
公
に
直
接
一
体
化
し
て
い
る
わ
け
だ
が
、

そ
れ
が
下
人
の
眼
だ
け
を
視
点
と
し
て
描
か
れ
た
と
す
る
に
は
、

や
や
鮮
明
過
ぎ

は
し
な
い
だ
ろ
う
か
。
薄
暗
が
り
の
中
で
初
め
て
覗
く
光
景
と
し
て
、

そ
れ
は
や

や
見
え
過
ぎ
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
此
処
で
も
矢
張
り
、

「
作
者
」
は
人
形
を

っ
か
う
黒
子
の
よ
う
に
下
人
の
背
後
に
し
の
び
寄
う
て
い
る
の
で
、
読
者
は
所
詮

「
作
者
」
の
阪
を
通
じ
て
、
下
人
の
見
た
も
の
を
見
た
の
で
は
な
い
か
、
と
云
う



の
が
私
の
実
感
で
あ
る
。

思
う
に
、

ζ

の
下
人
の
眼
ら
し
き
も
の
は
、
楼
上
の
怪
異
を
徐
々
に
明
ら
か
K

し
て
ゆ
く
過
程
で
、
技
法
上
の
要
請
か
ら
導
入
さ
れ
た
も
の
に
過
ぎ
な
い
だ
ろ
う
。

総
て
を
知
悉
し
た
「
作
者
」
の
眼
か
ら
状
況
を
描
く
の
で
は
、
総
て
が
余
り
に
平

板
な
説
明
に
終
始
し
て
し
ま
う
恐
れ
が
あ
る
し
、
又
読
者
を
作
中
世
界
へ
引
き
込

む
効
果
の
函
で
、
下
人
と
同
じ
気
分
を
味
合
わ
せ
、
同
時
に
手
探
り
さ
せ
る
方
が

有
利
だ
か
ら
で
あ
る
。
但
し
、
又
、
若
じ
仮
K
物
語
の
総
て
を
と
の
下
人
の
視
点

か
ら
描
と
う
と
す
れ
ば
、

乙
の
よ
う
な
非
日
常
的
な
異
常
な
舞
台
を
設
定
し
、
読

者
を
充
分
納
得
さ
せ
る
に
は
多
大
の
字
句
を
要
す
る
で
あ
ろ
う
。
少
く
と
も
「
作

者
」
の
視
点
か
ら
直
接
説
明
し
、
時
間
と
空
間
の
枠
を
無
視
し
て
適
宜
解
説
す
る

乙
の
下
人
の
眼
は
部
分

方
が
容
易
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
さ
て
お
き
、
実
際
に
は
、

的
、
例
外
的
な
も
の
で
あ
っ
た
し
、
作
品
全
体
を
通
じ
て
見
れ
ば
、
読
者
は
、
意

「
作
者
」
の
眼
か
ら
下
人
を
眺
め
、
下
人
と
一
体
化

識
的
に
も
無
意
識
的
K
も、

す
る
の
は
可
成
困
難
だ
と
云
え
よ
う
。

さ
て
、
以
上
の
よ
う
な
ζ

と
を
考
え
た
上
で
、

乙
の
「
作
者
」
の
登
場
と
云
う

乙
と
を
ど
の
よ
う
に
判
断
す
れ
ば
よ
い
で
あ
ろ
う
か
。
先
ず
「
作
者
」
を
意
識
さ

せ
る
と
云
う
乙
と
は
、
物
語
そ
れ
自
体
が
虚
構
で
あ
る
と
云
う
乙
と
を
際
立
た
せ
、

読
者
が
作
中
世
界
へ
没
入
し
よ
う
と
す
る
時
に
は
明
ら
か
に
マ
イ
ナ
ス
の
方
向
で

作
用
す
る
だ
ろ
う
。

「
作
者
」
の
介
在
に
よ
っ
て
、
丁
度
下
手
な
文
楽
を
見
る
時

の
よ
う
に
、
読
者
は
ス
ト
レ
ー
ト
に
主
人
公
に
共
感
す
る
ζ

と
を
妨
げ
ら
れ
る
か

。
。
。

ら
で
あ
る
。
抑
々
近
代
小
説
は
、
そ
の
語
り
ぺ
た
る
作
者
が
文
章
の
背
後
に
姿
を

隠
す
方
向
で
、
詰
り
客
観
的
、
写
実
的
な
世
界
を
自
立
的
に
現
出
せ
し
む
る
方
向

で
発
達
し
て
来
た
は
ず
で
あ
る
。
小
説
の
読
者
は
、
そ
れ
を
小
説
だ
と
承
知
し
乍

ら
も
、
読
む
間
だ
け
は
作
中
世
界
を
現
実
の
も
の
と
錯
覚
す
る
乙
と
に
よ
っ
て

興
味
を
持
続
す
る
の
が
普
通
で
あ
っ
て
、
厳
密
に
云
え
ば
、
主
人
公
の
住
む
世
界

の
実
在
感
を
疑
わ
せ
る
よ
う
な
小
説
は
小
説
と
は
呼
べ
な
い
の
で
あ
る
。
心
理
描

写
も
レ
ア
リ
ズ
ム
も
只
管
そ
の
作
中
人
物
、
作
中
世
界
の
本
統
ら
し
さ
を
強
調
せ

ん
が
為
の
技
法
で
あ
っ
た
。
曽
て
は
。

処
が
、

「
作
者
」
の
盛
場
に
よ
っ
て
、

そ
の
作
中
世
界
の
虚
構
性
を
暴
露
さ
れ

る
乙
と
が
、

さ
し
て
問
題
と
な
ら
な
い
も
の
が
あ
る
。
そ
の
一
つ
は
、
云
う
迄
も

な
く
歴
史
小
説
で
あ
る
。
歴
史
的
事
実
と
云
う
素
材
そ
の
も
の
が
作
中
世
界
の
実

在
性
を
支
え
て
い
る
か
ら
で
、

。。

し
て
い
る
見
本
と
し
て
、
触
媒
的
に
読
者
に
働
き
か
け
る
だ
ろ
う
。

「
作
者
」
の
登
場
は
、
寧
ろ
そ
の
実
在
性
を
承
認

「
旧
記
」
な

ど
と
云
う
云
い
方
も
、
旧
記
が
昔
か
ら
多
く
の
人
々
の
手
に
よ
っ
て
伝
え
ら
れ
て

来
た
も
の
で
あ
る
以
上
、
読
者
は
其
処
に
ど
れ
程
非
日
常
的
事
実
が
語
ら
れ
よ
う

ル
了
も
、
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そ
れ
を
「
旧
記
の
中
の
世
界
」
と
し
て
一
応
は
手
渡
さ
れ
て
し
ま
う
だ
ろ

ぅ
。
乙
れ
は
歴
史
と
云
う
も
の
の
本
質
を
考
え
れ
ば
寧
ろ
錯
誤
に
近
い
が
、
歴
史

小
説
に
は
、
小
説
そ
れ
自
体
が
表
現
し
、
達
成
す
べ
き
実
在
感
以
外
の
実
在
感
が

作
用
し
て
い
る
事
は
疑
え
な
い
の
で
あ
っ
て
、
其
処
で
も
の
を
言
っ
て
い
る
の
は
、

思
想
的
、
心
理
的
な
必
然
性
、
表
現
の
的
確
さ
等
で
は
な
く
、
事
件
で
あ
り
、
行

為
で
あ
り
、
可
見
的
事
実
そ
の
も
の
な
の
で
あ
る
。

さ
て
、

持
び
「
羅
生
門
」
と
云
う
擬
「
歴
史
小
説
」
に
立
ち
か
え
っ
て
、

作

者
」
と
主
人
公
の
問
題
を
考
え
て
み
る
の
だ
が
、
読
者
は
主
人
公
に
で
は
な
く
、

ζ

の
「
作
者
」
の
眼
に
自
ら
の
意
識
を
重
ね
合
わ
せ
る
と
と
に
よ
っ
て
、
楼
上
の

事
件
を
、
下
人
の
行
為
を
、
外
側
か
ら
、
眺
め
る
立
場
に
立
た
さ
れ
る
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。
と
云
う
の
が
私
の
結
論
で
あ
る
。
詰
り
、
読
者
は
自
ら
が
下
人
と

一
体
化
し
て
、
そ
の
心
理
を
、
剥
ぎ
の
役
を
演
じ
て
み
る
の
で
は
な
く
、
「
作
者
」
と
共

ド
ラ
マ

「
旧
記
」
の
中
を
覗
き
込
み
、
下
人
の
演
ず
る
「
劇
」
を
見
る
だ
け
だ
、
と

lζ 



云
う
の
で
あ
あ
。
思
想
的
に
云
え
ば
、
老
婆
の
喋
る
「
悪
」
正
当
化
の
論
理
な
ど

陳
腐
な
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
に
対
し
賛
同
し
た
り
反
摸
し
た
り
す
る
ζ

と
が
、

と
の
作
品
に
対
す
る
唯
一
絶
対
的
な
正
当
な
読
み
方
だ
と
は
思
え
な
い
。
読
後
に

於
け
る
、
感
性
面
、
思
想
面
の
感
動
、
共
感
は
稀
薄
か
つ
冷
静
な
の
で
あ
っ
て
、

印
象
K
残
る
の
は
、
下
人
の
内
面
葛
藤
よ
り
も
、
悪
人
に
変
貌
し
て
行
っ
た
そ
の

事
実
で
あ
る
。
罪
と
そ
の
罰
と
云
う
倫
理
の
問
題
は
、
そ
の
事
実
の
前
後
が
問
題

な
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
意
味
か
ら
も
、
私
は
此
処
K

(
あ
る
か
も
知
れ
ぬ
)
倫
理

の
問
題
を
見
な
い
の
で
あ
る
。

な
お
、

乙
の
作
品
の
最
終
行
が
大
き
く
改
稿
さ
れ
て
い
る
事
実
は
周
知
の
ζ

と

だ
が
、
決
定
稿
K
見
ら
れ
る
「
黒
洞
々
た
る
」
夜
の
底
に
呑
み
込
ま
れ
て
「
行
方
」

知
ら
ず
と
な
る
結
末
は
、
持
情
的
に
も
す
ぐ
れ
て
い
る
し
、

そ
の
余
韻
は
下
人
の

前
途
に
多
様
な
可
能
性
を
与
え
る
も
の
で
あ
る
。
即
ち
初
稿
の
「
京
都
の
町
へ
強

盗
を
働
き
に
急
ぎ
つ
h

あ
っ
た
。
」
と
云
う
よ
り
、
決
定
稿
の
「
下
人
の
行
方
は
、

誰
も
知
ら
な
い
。
」
と
云
う
方
が
、
時
間
的
に
も
拡
大
さ
れ
る
し
、
下
人
の
そ
の

後
が
持
び
善
へ
立
ち
も
ど
る
か
、
或
い
は
彼
の
採
用
し
た
弱
肉
強
食
の
論
理
の
必

然
的
帰
結
と
し
て
、
よ
り
強
大
な
悪
に
よ
っ
て
滅
さ
れ
る
か
、
と
云
っ
た
可
能
性

を
持
っ
と
云
う
乙
と
で
あ
る
。
そ
し
て
ζ

の
可
能
性
が
の
と
さ
れ
て
い
る
限
り
、

下
人
の
行
為
に
対
す
る
評
価
は
放
置
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、

此
処
に
見
ら
れ
る
も
の
が
倫
理
上
の
実
験
と
云
う
よ
り
、

そ
の
意
味
か
ら
も

と
云
う
印
象
を
与
え
る
と
云
っ
て
も
い
h

だ
ろ
う
。

一
回
限
り
の
偶
発
事
件

第
二
章

説

明

さ

れ

な

い

も

の

「
羅
生
門
」
の
文
体
的
特
色
の
一
つ
に
、

そ
の
説
明
過
多
と
一
玄
う
傾
向
が
あ
る
。

作
品
全
体
が
、
或
一
つ
の
絵
画
的
場
面
の
描
写
と
、
そ
れ
に
続
く
注
釈
め
い
た
説

明
の
繰
り
返
し
と
云
う
パ
タ
ー
ン
を
形
成
し
て
い
る
が
、
そ
れ
は
特
に
冒
頭
部
分

に
著
し
い
。
な
お
、

乙
の
場
合
の
「
描
写
」
及
び
「
説
明
」
と
云
う
識
別
は
相
対

的
な
も
の
で
、
前
者
が
即
物
的
な
イ
メ
ー
ジ
を
個
別
的
K
提
示
し
、
後
者
が
そ
の

提
示
さ
れ
た
事
象
に
関
す
る
概
念
規
定
ゃ
、
・
判
断
、
認
識
な
ど
を
関
係
的
に
述
べ
る

傾
向
に
あ
る
も
の
、

と
云
う
程
の
意
味
で
あ
る
。

「
一
人
の
下
人
が
、
羅
生
門
の
下
で
雨
ゃ
み
を
待
っ
て
ゐ
た
。
」

例
え
ば
、
最
初
、

と
云
う
事
象
を
描
写
し
て
お
き
乍
ら
、

そ
の
「
一
人
」
と
云
う
乙
と
に
就
い
て
、

「
広
い
門
の
下
に
は
、
乙
の
男
の
外
に
は
誰
も
ゐ
な
い
。
」
と
繰
り
返
し
、
乙
の

一
行
の
描
写
に
関
連
付
け
て

「
羅
生
門
が
、
朱
雀
大
路
に
あ
る
以
上
は
、

乙
の
男
の
外
に
も
、
雨
ゃ
み
を
す

る
(
中
略
〉
も
う
二
三
人
は
あ
り
さ
う
な
も
の
で
あ
る
。
」

-29ー

と
自
ら
反
論
し
て
お
き
、
更
に
そ
の
理
由
の
説
明
に
と
り
か
か
る
の
で
あ
る
。
以

「
足
ぷ
み
を
し
な
い
事
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
の

で・下
あ・「
る・何
。故
」か

「のと
修間云
理にふ
」はと
の、」

不そか
行ーのら
き理
届由
きと

し
て

「
地
震
、
辻
風
」
か
ら
「
洛
中
の

さ
び
れ
」
、

「
狐
狸
、
盗
人
」
、

「
死
人
」
の
気
味

悪
さ
ま
で
、
数
個
の
接
続
詞
で
幾
重
に
も
重
層
さ
れ
た
論
理
が
構
築
さ
れ
て
い
る
。

尤
も
、

乙
の
説
明
の
聞
に
、

ζ

の
小
説
の
時
間
(
時
代
)
的
、
空
間
(
社
会
)
的

背
景
は
殆
ど
-
設
定
さ
れ
て
し
ま
う
わ
-
け
で
、
決
じ
て
冗
漫
と
は
云
え
な
い
。
但
し

総
て
の
ζ

と
を
関
連
付
け
、
論
理
関
係
風
に
語
る
諮
り
口
は
、
時
に
、
も
っ
て
回

っ
た
文
末
の
調
子
を
生
ん
で
い
る
し
、
何
よ
一
り
も
、

乙
の
文
章
の
主
体
が
、
自
ら

の
内
的
イ
メ
ー
ジ
‘
想
像
力
と
云
っ
た
も
の
に
導
か
れ
て
書
き
綴
っ
て
い
る
の
で

は
な
く
、
言
葉
そ
れ
自
体
の
持
つ
概
念
や
映
像
を
操
作
し
つ
つ
書
い
て
い
る
現
れ

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
故
隠
、
彼
の
描
写
は
常
に
説
明
を
引
摺
り
、
奇
妙
に



権
え
物
め
い
た
印
象
を
与
え
、
ど
れ
稜
細
叙
さ
れ
よ
う
と
も
在
る
が
侭
と
云
っ
た

感
じ
は
し
な
い
の
で
あ
る
。
さ
き
に
絵
画
的
場
面
と
云
っ
た
所
以
だ
が
、
次
に
、

死
肉
を
漁
る
「
務
」
の
例
を
あ
げ
よ
う
。

乙
の
場
合
、
穏
は
、
無
気
味
な
雰
囲
気
を
か
も
す
為
に
は
効
果
的
で
あ
っ
て
も

結
局
現
在
ζ

の
雨
ゃ
み
を
待
っ
て
い
る
下
人
の
周
囲
に
は
、

い
の
で
あ
っ
て
、

と

れ
も一
見羽
当も
た見
ら当
な た
いら
朱な

そ
の
見
当
た
ら
な
い
は
ず
の
鶏
を
、

雀
大
路
の
雨
や
み
の
人
々
の
代
わ
り
に
登
場
さ
せ
、

「
夕
焼
け
で
あ
か
く
な
る
時

ア
」

4
・6

、
そ
れ
が
胡
麻
を
ま
い
た
や
う
に
」
云
々
な
ど
と
書
く
ζ

と
は
、
矢
張
り
一

種
の
技
巧
意
識
の
な
せ
る
操
作
だ
ろ
う
。
以
下
、
又
、
説
明
に
終
始
す
る
の
で
、

先
ず
、

「
尤
も
今
日
は
、
刻
限
が
遅
い
せ
い
か
、

一
羽
も
見
え
な
い
。
」
と
断
つ

て
い
る
が
、
更
に
執
ね
く
、

「
唯
、
所
々
、
崩
れ
か
h

っ
た
(
中
略
)
石
段
の
上

に
、
鴻
の
糞
が
、
点
々
と
白
く
と
び
り
つ
い
て
ゐ
る
の
が
見
え
る
。
」
と
説
明
さ

れ
る
と
、
今
は
い
な
い
が
昼
間
は
確
か
に
い
た
、
と
言
い
訳
が
ま
し
く
説
明
さ
れ

と
云
っ
て
み

て
い
る
よ
う
で
、
糞
を
す
る
の
は
侭
も
鴻
ば
か
り
で
も
あ
る
ま
い
、

た
く
も
な
る
の
で
あ
る
。

そ
の
他
、
下
人
の
感
情
を
摘
く
の
に
、
数
量
的
表
現
の
用
い
ら
れ
て
い
る
の
も

や
や
説
明
過
多
で
は
あ
る
ま
い
か
。
総
て
は
本
来
無
関
係
な
も
の
が
、
因
果
関
係

風
に
論
理
化
さ
れ
て
い
る
の
で
、
例
え
ば
、
女
の
死
骸
か
ら
「
そ
の
髪
の
毛
が
、

一
本
づ
h

抜
け
る
の
に
従
っ
て
下
人
の
心
か
ら
は
、
恐
怖
が
少
し
づ
っ
消
え
て
行

っ
た
。
さ
う
し
て
、

そ
れ
と
同
時
に
、

乙
の
老
婆
に
対
す
る
は
げ
し
い
憎
黒
が
、

少
し
づ
っ
動
い
て
き
た
。
」
な
ど
と
云
う
の
が
、

そ
の
一
例
だ
が
、
遠
自
に
見
て

老
婆
が
一
本
ず
つ
抜
い
て
い
る
の
か
二
本
ず
つ
な
の
か
分
ろ
う
は
ず
は
な
い
だ
ろ

う
し
、
恐
怖
と
憎
悪
が
反
比
例
的
に
、
而
も
「
は
げ
し
い
憎
悪
」
が
「
少
し
づ
h

」

湧
い
た
り
、

「
一
分
毎
に
強
さ
を
増
し
で
来
」
た
り
す
る
の
で
は
、
下
人
ほ
何
や

ら
グ
ラ
フ
の
目
盛
り
染
み
た
感
覚
の
持
ち
主
に
な
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
乙
う

し
た
技
巧
も
、
主
時
と
し
て
、
私
に
は
や
や
煩
維
に
恩
わ
れ
る
の
だ
が
、
結
局
そ
れ

も
好
き
好
き
だ
ろ
う
か
。

た
だ
、
以
上
の
よ
う
な
説
明
癖
に
も
拘
ら
ず
、
殆
ん
ど
説
明
さ
れ
な
い
も
の
が

あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
充
分
に
注
目
す
べ
き
乙
と
だ
ろ
う
。
説
明
さ
れ
な
い
も

の
、
そ
れ
は
、
実
は
下
人
の
最
終
的
な
心
理
の
推
移
過
程
で
あ
る
。
確
か
に
そ
れ

迄
の
「
六
分
の
恐
怖
と
四
分
の
好
奇
心
」
だ
の
三
分
毎
」
だ
の
と
云
う
、
や
や

説
明
過
多
の
説
叫
明
に
比
べ
れ
ば
、
町
そ
の
最
終
的
な
決
心
に
至
る
変
化
の
由
っ
て
来

る
処
の
説
一
明
は
充
分
に
明
示
さ
れ
て
い
る
と
は
云
え
な
い
の
で
あ
る
。

下
人
の
心
理
を
最
初
か
ら
辿
っ
て
み
る
と
、
初
め
彼
が
羅
生
門
の
下
で
「
ぽ
ん

や
り
」
雨
音
を
聞
き
乍
ら
、

「
盗
人
に
な
る
よ
り
外
に
仕
方
が
な
い
」
の
で
は
な

い
か
、
と
考
え
て
い
た
時
、
彼
の
内
部
の
善
悪
の
葛
藤
は
具
体
的
、
現
実
的
な
形

を
と
っ
て
鋭
く
彼
に
迫
つ
で
い
た
と
は
云
え
な
い
の
で
、
そ
れ
は
観
念
的
な
倫
理

-30-

の
次
元
で
、
実
際
の
感
情
と
は
別
次
元
で
考
え
ら
れ
て
い
た
。

れ
さ
う
な
所
が
あ
れ
ば
」
そ
れ
で
一
応
の
解
決
は
つ
い
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
後
、

「
一
晩
楽
に
ね
ら

彼
の
感
情
は
楼
上
の
老
婆
と
云
う
他
者
を
発
見
し
た
時
か
ら
「
恐
怖
」
「
好
奇
心
」

「
憎
悪
」

「
反
感
」
と
云
っ
た
展
開
を
見
せ
る
が
、
初
め
の
方
の
や
や
末
消
神
経

的
な
反
応
を
別
K
す
れ
ば
、
彼
は
其
処
で
明
ら
か
に
「
悪
に
対
す
る
反
感
」
と
「

「
憎
悪
」
と
に
燃
え
て
い
る
の
で
あ
る
。

「
(
前
略
Y
ζ
の
老
婆
に
対
す
る
は
げ
し
い
憎
悪
が
、
少
し
づ
〉
動
い
て
来
た
。

I
F
-
-
い
や
、

ζ

の
老
婆
K
対
す
る
と
云
っ
て
は
、
語
幣
が
あ
る
か
も
知
れ
な

い
。
寧
、
あ
ら
ゆ
る
ー
悪
に
対
す
る
反
感
が
、

一
分
毎
に
強
さ
を
増
し
て
来
た
の
で

あ
る
。

ζ

の
時
、
誰
か
が
乙
の
下
人
に
、

さ
っ
き
門
の
下
で
ζ

の
男
が
考
内
て
ゐ

た
、
銭
死
を
す
る
か
盗
人
に
な
る
か
と
云
ふ
問
題
を
改
め
て
持
出
し
た
ら
、
恐
ら
く
下
人
は
、



c
a扇
舟
の
惑
を
憎
む
か

樗
勢
よ
会
定
歩
出
し
て
ゐ
た
の
で
あ
る
己

、

6
0桂
に
一
旦
は
{
可
引
の
一
V
山

v
h
o
骨
に
対
す
る
反

感
長
そ
怯
ぜ
色
と
に
燃
え
た
は
ず
の
下
人
が
、
そ
の
後
、
最
終
的
に
は

9

s

r

t

k

b

ヨ

「
惑

L
K向
か
っ
た
そ
の
契
機
が
、
私
K
は
よ
く
分
ら
な
い
の
で
あ
る
。

れ
そ
の
契
機
と
一
じ

t

て
一
応
考
え
ら
れ
る
も
の
は
、
老
婆
の
言
葉
で
あ
る
。
確
か
に

下
人
は
そ
の
言
葉
を
「
筒
い
て
ゐ
る
中
に
」
「
或
勇
気
が
生
ま
れ
て
来
た
」
結
果

引
剥
ぎ
と
な
っ
た
の
で
あ
る
が
、
果
し
て
彼
は
そ
の
言
葉
に
盛
ら
れ
た
論
理
を
肯

定
し
納
得
し
て
決
心
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
老
婆
の
喋
る
寸
悪
」
正
当
化
の
論
理

自
体
は
、
下
人
が
先
刻
門
の
下
で
考
え
て
い
た
「
手
段
を
選
ば
な
い
と
す
れ
ば
」

云
々
の
論
理
を
一
歩
も
越
え
る
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
従
っ
て
彼
が
今
更
の

よ
う
に
ζ

の
論
理

K
啓
発
さ
れ
全
面
的
に
自
己
の
「
悪
」
を
正
当
化
し
、
決
心
し

た
と
は
考
え
に
く
い
。
彼
は
唯
そ
の
言
葉
を
「
開
い
て
ゐ
る
中
に
」
生
ま
れ
て
来

た
「
勇
気
」
に
よ
っ
て
決
心
し
た
の
で
あ
り
、

ζ

の
「
勇
気
」
は
老
婆
の
主
張
す

る
論
理
と
は
別
の
何
者
か
に
よ
っ
て
斎
さ
れ
た
も
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
と
考
え

る
の
で
あ
る
。
彼
は
唯
ζ

の
「
勇
気
」
に
よ
っ
て
一
時
的
に
老
婆
の
論
理
を
利
用

し
た
に
過
ぎ
な
い
の
で
は
あ
る
・
ま
い
か
、
と
思
う
の
で
あ
る
。

ζ

の
「
勇
気
」
に
は
、
例
の
如
く
二
つ
の
注
釈
め
い
た
説
明
が
胞
さ
れ
て
あ
っ

一
つ
に
は
「
門
の
下
で
ζ

の
男

K
欠
け
て
ゐ
た
勇
気
」
で
あ
り
、
丸
一
つ
に

は
「
乙
の
老
婆
を
捕
へ
た
時
の
勇
気
と
は
、
全
然
、
反
対
の
方
向
に
動
か
う
と
す

て、る
勇
気
」
で
あ
る
と
説
明
さ
れ
て
い
る
。
門
の
下
で
考
え
て
い
た
時
K
欠
け
て
い

「
盗
人
に
な
る
よ
り
外
に
仕
方
が
な
い
」
と
る
ふ
事
を
、
山
積
極
的

た
勇
気
と
は
、

に
肯
定
す
る
丈
の
そ
れ
で
あ
っ
た
が
、

一
方
乙
の
老
婆
を
捕
へ
た
時
の
勇
気
と
は
、

次
の
よ
ラ
な
も
の
で
あ
っ
た
。

「
下
人
に
は
、
勿
論
、
何
故
ー
老
婆
が
死
人
の
髪
の
毛
を
抜
く
か
わ
か
ら
な
か
っ

た
。
従
っ
て
、
合
理
的
に
は
、
そ
れ
を
善
悪
の
何
れ
に
片
づ
け
て
よ
い
か
知
ら
な

か
っ
た
。
し
か
し
下
人
に
と
っ
て
は
、

そ ζ

れの
丈 雨
での
統夜
iζiζ 
許，
す・乙
可・の
ら・羅
ざ・生
る・門
悪 の
で上
あで
つ、

死
人
の
髪
の
毛
を
抜
く
と
言
う
事
が
、

た。此
処
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
彼
の
「
許
す
可
ら
ざ
る
悪
」

K
対
す
る
憎
悪
は
、

老
婆
の
行
為
の
善
悪
を
「
合
理
的
に
」
判
断
し
た
結
果
生
じ
た
も
の
で
は
な
か
っ

又
そ
の
老
婆
の
行
為
の
み
に
向
け
ら
れ
た
も
の
で
も
な
か
っ
た
。
先
に
も

引
用
し
た
如
く
「
寧
、
あ
ら
ゆ
る
悪
に
対
す
る
反
感
」
と
し
て
「
松
の
木
片
の
や

っ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
処
が
次
に
限
前
の
一
人
の
老
婆

た
し
、

う
に
、
勢
よ
く
燃
え
上
」

の
「
平
凡
な
」
答
を
聞
い
た
時
か
ら
、
否
、

正
確
に
は
そ
の
答
を
間
ζ

う
と
し
た

時
か
ら
、

円。

そ
の
「
は
げ
し
い
憎
悪
」
に
は
「
安
ら
か
な
得
意
と
満
足
」
や
、

ー「

失

望
」
が
混
入
し
始
め
、
遂
に
は
「
冷
な
侮
蔑
と
一
し
ょ
に
、
心
の
中
へ
は
い
っ
て
」

来
る
よ
う
な
「
憎
悪
」

K
変
質
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

ζ

の
「
憎
悪
」
が
あ
ら
ゆ

る
寸
悪
を
憎
む
心
」
と
全
く
同
一
の
も
の
と
は
考
え
に
く
い
が
、

そ
の
後
、
彼
は

既
に
引
剥
ぎ
を
し
よ
う
と
す
る
決
心
を
固
め
て
登
場
し
て
い
る
。

「
下
人
は
、
餓
死
を
す
る
か
盗
人
に
な
る
か
に
迷
は
な
か
っ
た
ば
か
り
で
は
な

ぃ
。
そ
の
時
の
ζ

の
男
の
心
も
ち
か
ら
云
へ
ば
、
餓
死
な
ど
と
言
ふ
事
は
、
殆
、

考
へ
る
事
さ
へ
出
来
な
い
程
、
意
識
の
外
に
追
ひ
出
さ
れ
て
ゐ
た
。
」

と
言
っ
た
具
合
で
あ
る
。
従
っ
て
、

ζ

の
「
冷
な
侮
蔑
」
と
「
憎
悪
」
か
ら
、
引

剥
ぎ
と
云
う
「
行
為
」
に
至
る
間
に
あ
る
も
の
が
何
で
あ
っ
た
か
は
必
ず
し
も
明

ら
か
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
老
婆
の
喋
る
間
、
下
人
は
「
冷
然
と
し
て
」

「
大
き

な
面
劇
を
気
に
し
な
が
ら
、
聞
い
て
」
い
た
わ
け
だ
が
、
老
婆
の
論
理
が
強
く
彼



を
と
ら
え
た
と
も
書
い
て
な
い
以
上
、

そ
の
時
彼
が
一
つ
の
「
悪
」
の
姿
を
前
に

し
て
、
何
を
考
え
て
い
た
か
は
明
ら
か
で
な
い
。
彼
は
老
婆
に
「
き
っ
と
、

さ・つ

か
」
と
「
噸
る
や
う
な
声
で
念
を
押
し
」
て
い
る
が
、

乙
の
「
噸
る
や
う
な
」
調
子

は
何
を
意
味
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

乙
の
聞
の
下
人
の
心
理
が
説
明
さ
れ
な
い
限
り
、
あ
の
「
勇
気
」
の
原
因
が
何

で
あ
る
か
は
不
明
で
あ
り
、
私
達
が
此
処
に
見
る
の
は
、

と
も
か
く
も
そ
の
「
勇

気
」
に
よ
っ
て
引
剥
ぎ
と
な
っ
て
い
っ
た
下
人
の
姿
だ
け
で
あ
る
。

一
E
は
「
あ

ら
ゆ
る
悪
に
対
す
る
反
感
」
に
燃
え
乍
ら
、
最
終
的
に
は
自
ら
が
悪
人
と
な
り
夜

の
聞
に
消
え
た
一
人
の
人
閣
の
姿
だ
け
で
あ
る
。
前
章
の
結
論
と
し
て
、
私
は
と

の
作
品
か
ら
読
み
取
れ
る
も
の
が
、
内
面
的
な
心
理
の
展
開
で
は
な
く
、
専
ら
下

ド
ラ
マ

そ
の
「
劇
」
と
は
、

人
の
演
ず
る
行
為
の
「
劇
」
そ
の
も
の
だ
け
だ
と
述
べ
た
が
、

乙
の
よ
う
に
「
善
」

た
だ
振
子
の
よ
う
に
揺
れ
動
く
不

「
悪
」
二
つ
の
方
向
に
、

確
か
な
人
間
存
在
の
、
聞
に
向
か
う
道
行
の
そ
れ
で
あ
る
。

第
三
章

蜘
昧
の
糸
を
手
繰
っ
て

「
羅
生
門
」
か
ら
消
え
た
下
人
の
姿
を
、
私
達
は
二
年
後
に
発
表
さ
れ
た

W・

盗
」
の
中
に
垣
間
見
る
ζ

と
も
可
能
で
あ
る
。
乙
れ
等
二
つ
の
作
品
の
関
速
に
就

そ
れ
が
同
一
の
素
材
、
背
景
ト
、
更
に
は
草
稿
ま
で
持
っ
て
い
る
事
実
を
指

ま

。

(
2
)

摘
さ
れ
た
。
海
老
井
英
次
氏
の
論
文
カ
あ
る
但
し
認
剛
盗
」
の
主
題
は

「
羅
生
門
」
と
異
な
り
二
玄
わ
ば
血
縁
の
問
題
、
肉
親
聞
の
愛
憎
と
降
っ
た
も
の

で
は
、

に
変
化
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、

そ
の
意
味
で
は
何
ら
の
関
係
も
な
い
。

私
ほ
次
花
、

そ
の
結
果
を
更
に
芥

「
羅
生
門
」
と
「
蜘
妹
の
糸
」
と
を
比
較
し
、

川
の
初
期
作
品
今
誌
に
敷
え
ん
し
て
考
察
す
る
と
云
う
手
順
を
と
る
つ
も
り
で
あ
る
。

詰
り
第
一
、
第
二
章
の
考
察
が
、
云
わ
ぱ
作
品
の
内
側
か
ら
の
も
の
で
あ
っ
た
と

す
れ
ば
、
今
度
は
外
側
か
ら
眺
め
て
み
た
い
、
と
云
う
わ
け
で
あ
る
。

先
ず
「
蜘
妹
の
糸
」
と
比
較
す
る
に
あ
た
っ
て
、
特
に
乙
の
作
品
を
選
ん
だ
理

由
を
述
べ
て
お
く
。
そ
の
一
つ
は
乙
の
作
品
が
人
閣
の
利
己
心
の
「
カ
ル
ネ
ア
デ

ス
の
持
板
」
的
状
況
を
扱
っ
て
い
る
点
で
類
似
点
を
持
っ
て
い
る
乙
と
、
そ
し
て

第
こ
に
は
、
そ
の
人
閣
の
利
己
的
行
為
に
対
す
る
」
閉
確
な
報
い
の
描
か
れ
て
い
る

点
で
相
違
点
の
あ
る
乙
と
で
、
大
泥
棒
犠
陀
多
は
羅
生
門
の
引
剥
ぎ
の
後
身
と
も

考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

両
者
の
比
較
が
ら
導
き
出
せ
る
結
論
は
二
つ
で
あ
る
。
そ
の
第

H
は
「
羅
生
門
」

の
「
作
者
」
も
「
蜘
妹
の
糸
」
の
「
御
釈
迦
様
」
も
、
常
に
傍
観
者
的
視
点
と
し

て
設
定
さ
れ
て
い
る
と
云
う
点
で
あ
り
、
そ
の
第
口
は
犠
陀
多
も
下
人
も
一
度
は
善

べ
の
志
向
を
持
ち
乍
ら
、
結
局
悪
人
へ
の
変
身
を
遂
げ
て
い
る
と
言
う
乙
と
で
あ

る
。
第
刊
の
点
か
ら
云
え
ば
、
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「
蜘
妹
の
糸
」
の
場
合
、
御
釈
迦
様
は
物
語
の
初

め
と
終
り
に
登
場
し
、
読
者
と
共
に
地
獄
の
底
を
覗
き
込
む
設
定
に
な
っ
て
い
る

が、

ζ

れ
は
読
者
と
共
に
「
旧
記
」
の
中
を
覗
き
込
む
「
作
者
」
の
姿
勢
に
何
ら

か
の
つ
な
が
り
が
あ
る
も
の
だ
ろ
う
。
無
論
御
釈
迦
様
は
唯
眺
め
る
だ
け
で
な
く

自
ら
糸
を
垂
れ
た
わ
け
だ
が
、
遂
に
罪
崎
入
を
救
い
得
ず
、

「
悲
し
き
う
な
御
顔
」

を
示
す
点
で
は
、
失
張
り
之
「
一
部
始
終
ι
を
見
て
い
た
だ
け
の
無
力
な
存
在
で
あ

る
。
そ
し
て
私
に
は
、

乙
の
極
楽
と
地
獄
の
間
K
短
い
蜘
妹
の
糸
だ
け
が
光
っ
て

い
る
「
月
も
星
も
な
い
」
空
と
、
老
婆
の
覗
き
込
ん
だ
羅
生
門
の
下
の
「
黒
洞
々

た
る
」
夜
の
闇
と
は
続
い
て
い
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
の
だ
が
。

第
二
の
点
に
就
て
は
、

「
小
さ
な
蜘

i

妹
」
の
命
を
助
け
た
犠
陀
多
も
、
老
婆
の

悪
業
に
対
す
る
反
感
に
燃
え
た
下
人
も
、

そ
の
時
点
で
は
善
人
で
あ
っ
た
。

少
く
と
も
悪
人
で
は
な
か
っ
た
と
、
と
云
う
と
と
で
あ
る
。
そ
し
て
彼
等
の
善
行

そ
の
後
の
彼
ら
が
又
忽
ち

が
実
は
気
紛
れ
な
も
の
に
過
ぎ
な
か
っ
た
の
と
同
様
に
、



利
己
的
な
悪
人
に
あ
っ
け
な
く
変
身
し
て
い
る
と
云
う
と
と
で
あ
る
。
と
の
善
λ

か
ら
悪
人
へ
の
一
変
身
」
は
、
私
K
、
芥
川
の
初
期
作
品
の
多
く
が
何
ら
か
の
意

味
に
於
て
変
身
(
心
)
す
る
人
間
像
を
描
い
て
い
る
事
実
を
、
連
惣
さ
せ
る
も
の

で
あ
る
。
善
悪
の
問
題
だ
け
を
考
え
れ
ば
、
犠
陀
多
は
そ
の
利
己
的
行
為
相
応
の

応
報
を
受
け
て
い
る
の
で
あ
り
、

「
羅
生
門
」
の
下
人
が
演
じ
た
「
生
き
ん
が
為
」

の
所
業
も
無
条
件
に
肯
定
さ
れ
て
い
る
と
は
考
え
に
く
い
。
そ
の
意
味
で
作
家
芥
川
に

特
殊
な
倫
理
観
、
特
別
な
価
値
観
が
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
従
っ
て
、

ζ

の
変
身
の
方
向
を
特
別
な
思
想
の
表
現
と
し
て
考
え
る
必
要
は
余
り
無
い
よ
う

K
思
わ
れ
る
が
、
併
し
、
芥
川
の
初
期
作
品
に
は
、
絶
え
ず
不
安
定
な
外
部
の
状

況
や
多
様
な
価
値
観
の
変
動
K
従
っ
て
、
揺
れ
動
く
不
確
か
な
人
閣
の
姿
が
、

の
意
味
で
の
変
身
が
数
多
く
認
め
ら
れ
る
ζ

と
は
看
過
出
来
無
い
事
実
で
あ
る
。

そ
の
主
人
公
は
長
い
鼻
を
短
く
し
た
い
と
熱
望
す
る
人

例
え
ば
「
鼻
」
だ
が
、

間
で
っ
た
。
処
が
、
年
来
の
希
望
が
叶
っ
て
み
る
と
予
期
し
た
満
足
が
得
ら
れ
ず
、

却
て
鼻
の
長
く
な
る
と
と
で
安
心
を
得
る
と
云
っ
た
過
程
を
辿
っ
て
い
る
。
此
処

に
は
明
ら
か
に
外
部
の
眼
と
傍
観
者
の
エ
ゴ
イ
ズ
ム
に
動
か
さ
れ
て
、
鼻
を
短
く

す
る
と
と
と
長
く
す
る
乙
と
と
云
う
相
反
す
る
願
望
を
い
だ
い
た
こ
つ
の
人
格
が

あ
る
わ
け
で
、
そ
の
意
味
で
の
変
身
(
心
)
を
認
め
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
又

「
芋
粥
」
の
主
人
公
に
し
て
も
、
宿
願
達
成
の
直
前
に
な
っ
て
、
そ
の
宿
願
自
体

の
持
っ
て
い
た
意
味
や
価
値
の
急
激
な
変
容
を
味
合
う
の
で
あ
り
、
彼
自
身
に
即

し
て
云
え
ば
、
「
敦
賀
」
に
「
来
な
い
前
の
彼
自
身
」
、
即
ち
芋
粥
に
対
す
る
執

着
を
唯
一
人
大
事
に
守
っ
て
い
た
幸
福
な
も
う
一
人
の
彼
自
身
を
「
な
つ
か
し
く
、

心
の
中
で
ふ
り
返
」
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
更
に
又
、
「
ひ
ょ
っ
と

と
」
の
主
人
公
平
吉
は
、
酒
に
酔
っ
た
時
と
そ
う
で
な
い
時
と
で
は
「
ど
う
し
で

も
同
じ
人
間
だ
と
は
思
は
れ
な
い
」

t

程
人
が
違
っ
た
よ
う
に
な
り
、

一
体
「
ど

ち
ら
の
平
吉
が
ほ
ん
と
う
の
平
吉
か
」
分
ら
な
い
と
云
う
悩
み
を
持
っ
て
い
た
。

又

「
孤
独
地
獄
」
の
通
人
も
、
酒
色
に
溺
れ
た
境
界
か
ら
突
知
と
し
て
孤
独
地

獄
の
住
人
に
変
貌
し
て
い
る
の
で
あ
る
c

「
一
切
の
事
が
少
し
も
永
続
し
た
興
味

を
与
へ
な
い
。
だ
か
ら
何
時
で
も
一
つ
の
境
界
か
ら
一
つ
の
境
界
を
追
っ
て
(
中

略
)
そ
の
日
/
¥
、
の
苦
し
み
を
忘
れ
る
や
う
な
生
活
」
を
し
て
ゆ
く
他
は
な
か

っ
た
。

乙
の
地
獄
の
住
人
に
対
し
、
作
中
K
現
れ
た
そ
の
「
作
者
」
は
「
自
分
も

亦
、
孤
独
地
獄
に
苦
し
め
ら
れ
て
い
る
一
人
」
だ
と
云
っ
て
い
る
。

ζ

う
し
て
み
る
と
、
芥
川
の
初
期
作
品
に
登
場
す
る
人
物
は

そ
の
倫
理
観

(
感
)
も
、
願
望
も
、
快
楽
も
、
幸
福
も
、

人
格
も
、

人
生
上
の
価
値
の
悉
く
が
、

そ

可
変
的
、
相
対
的
な
も
の
に
過
ぎ
ず
、
内
と
外
か
ら
撹
乱
さ
れ
て
、
多
様
に
、
逆

様
に
、
不
安
定
に
変
容
せ
ざ
る
を
得
な
い
人
聞
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
と
云
っ
て

も
よ
い
。
そ
し
て
其
処
か
ら
は
、
明
ら
か
に
作
家
芥
川
の
人
間
信
頼
の
薄
さ
、
例
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え
ば
悪
に
も
善
に
も
徹
底
し
得
な
い
よ
う
な
人
間
存
在
の
不
確
か
さ
に
対
す
る
心

情
の
反
映
を
読
み
と
る
乙
と
が
可
能
で
あ
る
。
(
立
あ
の
「
緩
庄
内
」
の
下
人
が
顔
を

の
ぞ
か
せ
て
い
る
と
云
っ
て
も
よ
い
。
又
、

こ
の
よ
う
な
不
確
か
な
人
間
ば
か
り

描
い
て
い
た
作
家
芥
川
を
考
え
て
み
る
と
、
今
日
彼
の
近
代
精
神
の
発
露
と
言
わ

れ
て
い
る
英
雄
否
定
や
美
談
否
定
、
偶
像
破
壊
の
趣
味
も
、

そ
の
彼
の
人
間
信
頼

の
薄
さ
の
屈
曲
し
た
反
映
と
も
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

乙
の
人
間
存
在
に
対
す
る
信
頼
の
薄
さ
は
、
例
え
ば
白
樺
派
の
人
道
主
義
や
自

然
主
義
系
の
私
小
説
作
家
に
共
通
し
た
白
己
信
頼
の
強
国
さ
に
比
較
す
れ
ば
、

よ

り
一
層
明
ら
か
に
な
る
だ
ろ
う
。
又
、
同
じ
芸
術
派
の
谷
崎
K
比
較
し
て
も
そ
う

で
あ
る
。
又
、
芥
川
の
同
僚
で
も
あ
っ
た
新
現
実
派
の
菊
池
寛
に
し
て
も
、
彼
の

近
代
的
精
神
は
よ
り
合
理
的
な
強
さ
を
待
っ
て
お
り
、
ふ
M
A
m

以
一
作
血
ぃ
人
物
は
醜
い
な

り
に
一
貫
し
て
い
て
、
例
え
ば
岩
窟
を
も
貫
通
す
る
の
で
あ
る
。
露
伴
、
鴎
外
な



ど
の
歴
史
小
説
、
或
い
は
芥
川
に
親
し
か
っ
た
は
ず
の
『
今
昔
物
語
集
』
な
ど
の
、

ユ
ニ
ッ
ク
な
悪
人
、
強
い
性
格
、
歴
史
K
刻
ま
れ
た
人
聞
の
「
形
」
を
思
う
に
つ

も
そ
の
変
化
を
重
視
し
た
ζ

の
「
心
情
」
は
、
純
粋
に
作
品
に
よ
っ
で

の
み
類
推
し
た
も
の
で
、
駒
尺
氏
の
「
認
識
者
」
等
の
心
情
と
は

け、

ζ

の
羅
生
門
の
下
人
の
何
一
ル
弱
々
し
く
・
不
確
か
な
の
か
を
思
わ
ず
に
は
い

無
関
係
で
あ
る
。

ら
れ
な
い
。
芥
川
が
比
較
的
肯
定
的
に
錨
い
て
い
る
と
思
わ
れ
る
人
物
、
例
え
ば

「
手
巾
」
の
西
山
夫
人
や
「
奉
教
人
」
に
し
て
も
、

そ
れ
は
常
に
裏
の
あ
る
人
物

で
あ
る
。
称
讃
す
べ
き
西
山
夫
人
の
態
度
も
、
「
武
士
道
」
と
「
ド
ラ
マ
ト
ゥ
ル

マ
ユ
イ
ル

ギ
イ
」
の
「
型
」
と
の
皮
肉
な
結
合
に
よ
っ
て
、
「
平
穏
な
調
子
を
破
ら
う
と
す

る
、
得
体
の
知
れ
な
い
何
物
」
か
に
変
容
し
、
最
も
自
己
犠
牲
的
人
物
で
あ
る
奉

教
人
ま
で
が
実
は
男
装
の
女
性
で
あ
っ
た
り
す
る
の
も
、
何
や
ら
私
に
は
暗
示
的

「
訊
」
や
「
忠
義
」
で
芥
川
の
固
執
す
る
価
値
の
二
菌
性
と
い
問
う
ζ

と

や
、
封
建
道
徳
の
典
型
で
あ
る
「
将
軍
」
に
対
す
る
反
感
も
、
総
て
或
確
固
と
し

で
あ
る
。

引
い
て
は
彼
の
統
一
的
人
格
を
認
め
得
な
い
、

人
間
そ
の
も
の
へ
の
信
頼
の
薄
さ

-34-

た
「
形
」
あ
る
も
の
に
対
す
る
根
強
い
、
而
も
奇
妙
に
弱
々
し
い
、
不
信
で
あ
り
、

の
反
映
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
し
て
、
彼
に
と
っ
て
、
人
間
と
は
遂
に
「
人
格
」

で
は
な
く
「
現
象
」
な
の
で
は
な
か
っ
た
か
。

(
一
九
七
三
、
二
、
三
)

注

(
1
)

「
羅
生
門
」
の
引
用
本
文
は
‘
阿
蘭
陀
書
一
房
版
『
羅
生
門
』
所
収

の
も
の
に
よ
っ
た
。

(
2
)
 

海
老
井
英
次
「
『
倫
盗
』
へ
の
一
視
覚
」

(
「
語
文
研
究
」
昭
和

M
W

年

m
R
)

(
3
)
 

な
お
駒
尺
喜
美
氏
は
そ
の
著
書
「
芥
川
龍
之
介
の
世
界
』
へ
法
政

大
学
出
版
局
昭
必
)

の
中
で
「
羅
生
門
」
等
に
言
及
さ
れ
、

そ
れ

等
は
理
想
主
義
者
芥
川
が
現
実
認
識
者
に
仮
装
し
て
「
人
間
内
部

の
矛
盾
併
存
」
を
さ
し
示
し
た
作
品
と
さ
れ
て
い
る
。
併
存
よ
り




