
「
羅
生
門
」

(
上
)

試
論

ー
ー
ー
谷
崎
潤
一
郎
「
刺
青
」
に
注
目
し
て
|
|
|

は
じ
め
に

芥
川
龍
之
介
の
「
羅
生
門
」
(
初
出
『
帝
国
文
学
』
、
大
4
・
H
)
と
言
え
ば
、
周

知
の
通
り
、
高
校
の
教
科
書
に
も
多
く
収
録
さ
れ
、
「
国
民
的
文
学
」
と
見
な
さ
れ

て
い
る
小
説
で
あ
る
。
こ
の
作
品
の
研
究
論
文
も
多
く
、
時
代
と
共
に
、
作
品
解

釈
も
変
遷
し
、
又
、
近
年
、
「
羅
生
門
下
書
メ
モ
ノ
l
ト
」
や
断
片
等
も
公
開
さ
れ
、

新
し
い
「
羅
生
門
」
研
究
の
一
面
を
拓
い
て
い
る
。

本
稿
は
、
こ
の
芥
川
の
代
表
作
と
で
も
言
う
べ
き
「
羅
生
門
」
の
解
釈
の
一
視

点
と
し
て
、
「
羅
生
門
」
と
耽
美
派
作
家
の
谷
崎
潤
一
郎
の
「
刺
青
」
と
の
関
連
を

考
察
し
て
、
そ
こ
か
ら
「
羅
生
門
」
の
読
み
を
試
み
て
み
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ

る
大 そ
正 れ
三 で

は
四最

22 
芥 、

川 簡
の尚
拡 止

芸雇
象 生
保 門
勺r L-

~前

官営
し芥
て川
ーを
寂 見
莫さ τ
L-~tH. 

とよ
「つ力 。

の

二
つ
が
考
え
ら
れ
る
。

前
者
は
芥
川
の
当
時
の
書
簡
の
中
に
頻
出
す
る
「
さ
び
し
い
」
と
い
う
孤
独
感

藤

村

猛

で
あ
り
、
後
者
は
彼
が
当
時
愛
読
し
た
、

ロ
マ
ン
・
ロ
ラ
ン
の
「
ジ
ャ
ン
・
ク
リ

ス
ト
フ
」
の
読
後
感
に
代
表
さ
れ
る
、
彼
自
身
も
望
ん
だ
「
力
」
で
あ
る
。

以
上
を
、
当
時
の
書
簡
か
ら
列
挙
し
て
み
る
。
先
ず
は
前
者
の
も
の
か
ら
。

要
す
る
に
ひ
と
り
で
ゐ
る
よ
り
外
に
仕
方
が
な
い
の
だ
が
時
時
は
ま
っ

た
く
さ
び
し
く
っ
て
や
り
切
れ
な
く
な
る
(
恒
藤
恭
宛

大
正
3
・
5
・
四
)
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此
頃
僕
は
だ
ん

/
L人
と
遠
く
な
る
や
う
な
気
が
す
る
。
殆
誰
に
も
あ

は
う
と
は
云
ふ
気
が
お
こ
ら
な
い
時
々
は
随
分
さ
び
し
い
が
仕
方
が
な
い

(
同
前

大
正
3
・
日
・
初
)

大
正
4

・2
・m)

唯
、
か
ぎ
り
な
く
さ
び
し
い

(
同
前

毎
日
不
愉
快
な
事
が
必
ず
起
る
。
人
と
喧
嘩
し
さ
う
で
い
け
な
い
。
当

分
は
誰
と
も
う
っ
か
り
話
せ
な
い
。
そ
の
く
せ
さ
び
し
く
っ
て
仕
方
が
な

ぃ
。
馬
鹿
馬
鹿
し
い
程
セ
ン
チ
メ
ン
タ
ル
に
な
る
事
も
あ
る
。

(
同
前

大
正
4

・3
・9
)

桜
の
葉
が
緑
の
中
に
点
々
と
鮮
な
黄
を
点
じ
た
の
を
見
て
急
に
秋
を
感

じ
て
さ
び
し
か
っ
た
。

(
同
前

大
正
4

・9
・m)

後
者
の
も
の
と
し
て
、
次
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
。

其
代
り
今
ま
で
の
僕
の
傾
向
と
は
反
対
の
も
の
が
興
味
を
ひ
き
出
し
た



僕
は
此
頃
ラ
ッ
フ
で
も
力
の
あ
る
も
の
が
面
白
く
な
っ
た
何
故
だ
か
自
分

に
も
よ
く
わ
か
ら
な
い
た
Y

さ
う
云
ふ
も
の
を
よ
ん
で
ゐ
る
と
さ
び
し
く

は
な
い
気
が
す
る
。

大
正
3
・日

-m)

(
恒
藤
恭
宛

こ
の
頃
は
少
し
頭
か
ら
天
才
に
の
ぼ
せ
て
ゐ
る
。同

前

大
正
4

・9-m)

(又、

い
さ
さ
か
後
年
の
も
の
だ
が
、
当
時
を
回
想
し
た
も
の
と
し
て
)

僕
一
時
〈
二
十
三
才
前
後
)
精
神
的
に
革
命
を
受
け
始
め
て
ゲ
エ
テ
の

如
き
ト
ル
ス
ト
イ
の
如
き
巨
匠
を
正
眼
に
見
得
た
り
と
信
ぜ
し
時
あ
り
僕

を
し
て
そ
の
境
地
に
置
き
し
も
の
種
々
複
雑
な
る
事
情
あ
れ
ど
ジ
ア
ン
・

ク
リ
ス
ト
フ
の
影
響
大
な
り
し
は
今
に
至
っ
て
忘
る
h

能
は
ず
(
中
略
)

僕
今
も
猶
夜
座
し
て
彼
等
の
作
品
に
対
す
る
時
彼
等
の
霊
旋
風
の
如
く

来
っ
て
僕
の
書
斎
に
満
つ
る
が
如
き
心
地
す
僕
が
生
き
ん
と
す
る
勇
気
を

感
ず
る
は
誠
に
か
、
る
瞬
間
な
り
彼
等
の
霊
一
と
し
て
苦
悩
の
ス
テ
イ
グ

マ
タ
を
帯
び
ざ
る
な
し
し
か
も
又
天
上
の
微
笑
常
に
そ
の
面
に
輝
け
る
を

見
る
彼
等
既
に
生
き
ん
と
し
て
悪
閲
し
た
り
僕
宣
戟
折
れ
楯
挫
く
る
を
辞

す
る
も
の
な
ら
ん
や

(
佐
佐
木
茂
索
宛

大
正
8
・
7
・
出
)

こ
れ
ら
の
孤
独
感
と
芸
術
的
感
興
は
、
青
春
の
も
の
で
あ
ろ
う
が
、
こ
の
二
種

類
の
心
情
は
、
彼
が
当
時
恋
し
て
い
た
吉
田
弥
生
と
の
恋
愛
の
期
末
と
共
に
、
大

き
な
振
幅
を
持
つ
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
は
彼
の
繊
細
な
感
受
性
と
い
う
資
質
的

な
も
の
や
、
彼
が
置
か
れ
て
い
た
状
況
|
|
下
町
の
中
堅
階
級
や
養
子
で
あ
る
こ

と
ー
ー
に
一
つ
の
要
因
が
あ
ろ
う
。

又
、
こ
の
時
期
、
彼
が
ミ
ス
テ
リ
ア
ス
な
も
の
を
好
ん
で
い
た
こ
と
を
指
摘
し

て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
日
常
と
か
け
離
れ
た
も
の
を
好
ん
で
い
る
の
は
、

芥
川
の
好
奇
心
と
同
時
に
彼
の
置
か
れ
て
い
た
状
況
、
そ
れ
は
彼
に
と
っ
て
束
縛

す
る
も
の
と
受
け
止
め
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
こ
か
ら
の
束
の
間
の
脱
却
の
意
図
も

あ
っ
た
ろ
う
。

そ
れ
で
は
、
「
羅
生
門
」
の
執
筆
状
況
は
と
言
う
と
、
現
在
の
と
こ
ろ
、
大
正
四

年
十
一
月
発
行
の
『
帝
国
文
学
』
に
対
し
て
、
そ
の
脱
稿
は
、
お
よ
そ
九
月
頃
だ

と
推
定
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
構
想
は
、
前
年
の
末
か
ら
始
ま
っ
た
と
い
う

注
《
2》説

も
あ
る
が
、
下
書
き
メ
モ
ノ
l
卜
あ
た
り
か
ら
察
し
て
、
大
正
四
年
の
夏
頃
、

短
期
間
の
構
想
で
は
な
か
っ
た
か
と
い
う
説
が
あ
り
、
大
体
、
春
か
ら
互
に
か

け
て
構
想
さ
れ
、
九
月
一
杯
ま
で
に
脱
稿
し
た
と
見
る
の
が
、
無
難
で
あ
ろ
う
。

い
さ
さ
か
先
走
っ
て
言
う
と
、
当
然
、
そ
の
執
筆
に
は
、
前
作
品
群
へ
の
周
囲

の
反
応
の
な
さ
へ
の
焦
り
や
不
快
感
な
ど
が
あ
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
芥
川
自

身
は
、
書
く
こ
と
の
み
に
満
足
し
て
い
た
と
の
言
及
が
あ
る
が
、
そ
れ
が
彼
の

-22-

心
情
の
す
べ
て
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
「
羅
生
門
」
に
関
し
て
言
え
ば
、
同
じ
後
年
の

回
想
で
、
こ
の
作
品
を
加
藤
武
郎
が
読
ん
だ
事
実
に
言
及
し
た
り
、
「
あ
の
頃
の
自

分
の
事
」
別
稿
(
大
正
8
・
1
〉
で
は
、
「
勿
論
そ
れ
で
も
心
細
い
こ
と
は
、
依
然

と
し
て
心
細
か
っ
た
」
と
あ
り
、
自
筆
年
譜
で
、
「
世
評
未
だ
一
言
を
も
加
へ
ず
」

と
わ
ざ
わ
ざ
書
い
て
い
る
こ
と
か
ら
考
え
て
も
、
彼
が
自
分
の
作
品
の
評
価
に
超

然
と
し
て
い
た
と
は
思
わ
れ
な
い
。
後
年
、
彼
は
新
聞
な
ど
の
自
作
の
悪
評
に
、

誼
《
5】

人
一
倍
、
神
経
を
と
が
ら
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
、
「
羅
生
門
」
ま
で
、
芥
川
に
ど
の
よ
う
な
作
品
が
あ
る
か
簡
略
に
見

て
み
よ
う
。

「
羅
生
門
」
以
前
の
作
品
と
し
て
、
次
の
よ
う
な
も
の
を
、
彼
は
発
表
し
て
い

る



「
大
川
の
水
」
(
『
心
の
花
」
大
正
3
・
4
)

「
老
年
」
〈
『
新
思
潮
』
大
正
3
・
5
)

「
青
年
と
死
」
(
『
新
思
潮
」
大
正
3
・
9
)

「
ひ
ょ
っ
と
こ
」
(
『
帝
国
文
学
』
大
正
4
・
4
)

こ
れ
ら
が
、
「
羅
生
門
」
執
筆
ま
で
に
発
表
さ
れ
た
作
品
群
で
あ
る
。
各
々
を
分

い析

Z評
も価
当す
時 る
のこ
耽と
美 は
派で
のさ
影な
響 い
をが

存会
て H
L 口、口H

z の

Eさ
い埠!

っを
とー
で こ

2語
す
れ
ば

例
え
ば
、
「
大
川
の
水
」
に
は
北
原
白
秋
や
永
井
荷
風
の
影
響
が
あ
る
と
の
指

時
が
あ
り
、
「
青
年
と
死
」
に
は
「
メ
l
テ
ル
リ
ン
ク
風
の
手
法
」
と
い
う
指

桂

A
7》

摘
、
「
老
年
」
や
「
ひ
ょ
っ
と
こ
」
に
は
谷
崎
潤
一
郎
の
影
響
が
あ
る
こ
と
が
指

注
《
8
v

摘
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
、
こ
れ
ら
の
四
作
品
の
中
で
、
「
羅
生
門
」
と
同
様
、
原
典
を
持
つ
も
の
と

言
い
得
る
の
は
「
青
年
と
死
」
だ
け
で
あ
る
が
、
他
の
三
作
品
に
は
、
芥
川
の
育

っ
た
下
町
や
芥
川
家
の
持
つ
情
趣
が
色
漉
く
流
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
四
作
品
と
も
、
全
く
の
ゼ
ロ
か
ら
の
構
想
執
筆
で
は
な
く
、
芥
川
の

身
辺
に
親
し
い
も
の
、
も
し
く
は
当
時
読
ん
で
い
た
小
説
な
ど
の
影
響
が
あ
っ
た

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
同
様
に
、
「
羅
生
門
」
も
「
今
昔
物
語
」
の
一
小
話
を
原
典

と
し
て
い
る
が
、
そ
れ
以
外
に
も
、
当
時
の
読
書
で
あ
っ
た
ル
イ
ス
の
「
マ
ン
ク
」

や
プ
ウ
チ
エ
の
「
橋
の
下
」
の
影
響
も
あ
る
と
見
ら
れ
て
い
る
。

そ
れ
で
は
、
「
老
年
」
や
「
ひ
ょ
っ
と
こ
」
に
表
れ
て
い
る
よ
う
に
、
「
羅
生
門
」

に
谷
崎
潤
一
郎
の
影
響
が
ど
の
程
度
あ
る
の
か
。
だ
が
、
そ
の
前
に
、
当
時
の
芥

川
の
谷
崎
観
を
一
督
し
て
お
く
。

次
の
文
章
は
、
大
正
四
年
の
冬
、
芥
川
が
帝
劇
で
谷
崎
を
見
た
時
の
回
想
で
あ

る。

す
る
と
そ
こ
の
入
口
に
、
黒
い
背
広
の
下
へ
赤
い
チ
ョ
ッ
キ
を
者
た
、

背
の
低
い
人
が
件
ん
で
、
袴
羽
織
の
連
れ
と
一
し
ょ
に
金
口
の
煙
車
を
吸

っ
て
ゐ
た
。
久
米
は
そ
の
人
の
姿
を
見
る
と
、
我
々
の
耳
へ
口
を
つ
け
る

や
う
に
し
て
、
「
谷
崎
潤
一
郎
だ
ぜ
」
と
教
へ
て
く
れ
た
。
自
分
と
成
瀬
と

は
そ
の
人
の
前
を
通
り
な
が
ら
、
こ
の
有
名
な
耽
美
主
義
の
作
家
の
顔
を
、

徐
む
や
う
に
そ
っ
と
見
た
。
そ
れ
は
動
物
的
な
口
と
、
精
神
的
な
眼
と
が
、

互
に
我
を
張
り
合
っ
て
ゐ
る
や
う
な
、
特
色
の
あ
る
顔
だ
っ
た
。

(
「
あ
の
頃
の
自
分
の
事
」
四

大
正
7
・ロ)

そ
の
頃
の
芥
川
の
目
に
映
っ
た
谷
崎
は
、
花
形
作
家
で
あ
り
、
彼
は
、
同
じ
帝

大
の
先
輩
と
し
て
、
谷
崎
に
憧
慢
の
念
を
持
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
し
て
、

彼
の
谷
崎
文
学
の
評
価
は
、
例
え
ば
、
次
の
よ
う
に
表
さ
れ
る
。

氏
は
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
日
本
語
や
漢
語
を
波
ひ
出
し
て
、
あ
り
と
あ
ら

ゆ
る
感
覚
的
な
美
を
(
或
は
醜
を
)
、
「
刺
青
」
以
後
の
氏
の
作
品
に
螺
銅

の
如
く
鐙
め
て
行
っ
た
。
し
か
も
そ
の
氏
の

Z
m
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何
回
m
W
C
H

c1> 
r+ 

門
町
出
国
mwmw
印

(
筆
者
注
・
ゴ
オ
テ
ィ
エ
の
詩
集
の
題
名
)
は
、
悶
々
た
る
リ
ズ
ム
の
糸
で

始
め
か
ら
最
後
ま
で
、
見
事
に
ず
っ
と
買
か
れ
て
ゐ
た
。
自
分
は
今
日
で

も
猶
、
氏
の
作
品
を
読
む
機
会
が
あ
る
と
、
ニ
子
一
句
の
意
味
よ
り
も
、
寧

そ
の
流
れ
て
尽
き
な
い
文
章
の
リ
ズ
ム
か
ら
、
半
ば
生
理
的
な
快
感
を
感

じ
る
事
が
度
々
あ
る
。

(
同
前
)

「
妖
気
器
誌
た
る
耽
美
主
義
」
の
作
家
と
し
て
、
そ
し
て
「
比
類
な
い
語
の
織

桂
【
g】

物
師
」
と
し
て
芥
川
は
谷
崎
を
見
て
い
る
。
又
、
こ
れ
は
後
年
の
文
章
だ
が
、

「
刺
青
」
の
谷
崎
氏
は
詩
人
だ
っ
た
と
、
芥
川
は
「
刺
青
」
の
頃
の
谷
崎
を
見
て
い

る。
又
、
こ
れ
も
後
年
の
文
章
で
、
大
正
六
・
七
年
頃
の
こ
と
で
あ
ろ
う
が
、
芥
川



の
谷
崎
観
が
う
か
が
わ
れ
る
も
の
が
あ
る
。

彼
は
彼
の
先
輩
と
一
し
ょ
に
或
カ
ツ
フ
エ
の
卓
子
に
向
ひ
、
絶
え
ず
巻

煙
草
を
ふ
か
し
て
ゐ
た
。
彼
は
余
り
口
を
き
か
な
か
っ
た
。
が
、
彼
の
先

輩
の
言
葉
に
は
熱
心
に
耳
を
傾
け
て
ゐ
た
。

「
け
ふ
は
半
日
自
動
車
に
乗
っ
て
ゐ
た
。
」

「
何
か
用
が
あ
っ
た
の
で
す
か
?
」

彼
の
先
裁
は
頬
杖
を
し
た
ま
ま
、
極
め
て
無
造
作
に
返
事
を
し
た
。

「
何
、
唯
乗
っ
て
ゐ
た
か
っ
た
か
ら
。
」

そ
の
言
葉
は
彼
の
知
ら
な
い
世
界
へ
「
|
神
々
に
近
い
「
我
」
の
世

界
へ
彼
自
身
を
解
放
し
た
。

(
「
或
阿
保
の
一
生
」
五

昭
和
2

・6
)

こ
の
よ
う
に
、
彼
は
谷
崎
の
自
由
奔
放
さ
に
憧
れ
の
気
持
ち
を
持
っ
て
い
る
。

こ
れ
は
大
正
四
年
頃
に
も
、
谷
崎
の
行
状
を
見
聞
す
る
時
に
は
あ
っ
た
の
で
は
な

、、1

0

・iw
，4'
H翻

っ
て
、
芥
川
は
と
言
う
と
、
彼
は
他
人
に
、
そ
し
て
、
近
親
者
に
す
ら
遠
慮

し
、
吉
田
弥
生
と
の
失
恋
の
願
末
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
、
自
分
の
思
う
通
り
に

行
動
し
得
な
い
。
早
く
か
ら
自
分
の
不
充
足
状
態
を
自
覚
し
、
苦
悩
し
て
い
る
。

こ
う
し
た
時
期
に
、
「
羅
生
門
」
は
、
無
名
作
家
と
し
て
、
孤
独
の
中
で
、
あ
る

転
機
を
感
じ
つ
つ
、
近
親
者
達
、
そ
し
て
、
み
じ
め
な
自
分
に
愛
憎
を
覚
え
つ
つ
、

構
想
さ
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
時
期
、
彼
が
、
谷
崎
潤
一
郎
に
憧
れ
の
念
を
持
ち
、
文
学
的
に
一
つ
の
目

標
と
し
て
い
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
だ
ろ
う
。
そ
の
時
、
文
学
的
に
も
す
ぐ
れ
て

お
り
、
後
年
ま
で
評
価
し
て
い
た
、
又
、
谷
崎
二
十
五
歳
(
大
正
四
年
頃
の
芥
川

と
ほ
ぼ
同
年
齢
)
の
文
壇
的
処
女
作
「
刺
青
」
が
、
芥
川
の
念
頭
に
あ
っ
た
の
で

は
な
い
か
と
推
測
し
て
も
全
く
の
見
当
違
い
で
は
な
か
ろ
う
。

確
か
に
、
「
刺
青
」
と
「
羅
生
門
」
と
一
言
う
と
、
明
と
暗
と
の
違
い
が
あ
る
よ
う

に
一
見
思
わ
れ
る
が
、
案
外
、
両
作
品
に
は
近
さ
も
あ
る
。
「
刺
青
」
と
「
羅
生
門
」

の
共
通
点
は
、
作
家
の
周
辺
か
ら
、
簡
単
に
言
う
と
、
ど
ち
ら
も
作
家
と
し
て
出

発
点
と
な
っ
た
、

つ
ま
り
、
両
作
品
と
も
、
彼
ら
の
文
学
の
原
点
と
で
も
言
う
べ

き
作
品
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
「
刺
青
」
に
は
後
の
谷
崎
文
学
の
エ
キ
ス
が
、

「
羅
生
門
」
に
は
芥
川
文
学
の
縮
図
が
あ
る
と
言
っ
て
良
か
ろ
う
。

次
に
、
い
ず
れ
も
、
当
時
の
文
壇
に
認
め
ら
れ
る
前
の
作
品
で
あ
る
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。
確
か
に
、
「
刺
青
」
(
明
治
必
・
日
)
を
含
む
諸
作
品
は
、
後
に
永
井
荷
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風
に
よ
っ
て
賞
賛
さ
れ
た
(
明
治
制
・
日
)
。
し
か
し
、
「
刺
背
」
そ
の
も
の
は
、
発

表
当
時
、
高
く
評
価
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
芥
川
の
「
羅
生
門
」

と
次
の
作
品
「
鼻
」
と
の
関
係
に
似
て
い
る
。
(
そ
し
て
、
激
石
と
い
う
大
家
に
よ

っ
て
激
賞
さ
れ
、
文
壇
に
華
々
し
く
デ
ビ
ュ
ー
し
た
こ
と
も
。
)
つ
ま
り
、
作
家
の

原
点
(
処
女
作
)
と
さ
れ
る
両
作
品
は
、
発
表
当
時
、
あ
ま
り
評
価
さ
れ
な
い
種

の
作
風
(
あ
る
種
の
新
し
さ
)
を
持
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
、
そ
の
為
に
、
後
に

荷
風
ら
に
よ
っ
て
評
価
さ
れ
、
翻
っ
て
、
両
作
品
の
価
値
が
文
壇
に
再
確
認
さ
れ

た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
に
は
、
作
品
の
内
容
の
新
し
さ
以
外
に
、
彼
ら
が

無
名
の
作
家
で
あ
り
、
掲
載
雑
誌
も
一
流
の
も
の
で
な
か
っ
た
、
又
、
前
述
し
た

こ
と
と
も
重
複
す
る
が
、
当
時
の
文
壇
の
中
心
勢
力
と
は
肌
合
い
を
異
に
し
て
い

た
と
い
う
理
由
が
考
え
ら
れ
る
。

第
三
に
、
こ
の
両
作
品
は
、
程
度
の
差
は
あ
れ
、
当
時
の
彼
ら
の
「
思
い
」
を

色
濃
く
含
ん
で
い
る
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。
簡
潔
に
一
言
う
と
、
「
刺
青
」
は
谷
崎
の



「
彼
の
頭
に
醗
酵
す
る
怪
し
い
悪
夢
を
材
料
に
し
た
、
甘
美
に
し
て
芳
烈
な
る
芸

術
」
(
「
異
端
者
の
悲
し
み
」
大
正
6

・7
)
を
、
「
羅
生
門
」
は
、
ミ
ス
テ
リ
ア
ス

な
も
の
を
好
み
つ
つ
、
「
半
年
ば
か
り
前
か
ら
悪
く
こ
だ
は
っ
た
恋
愛
問
題
」
と
は

反
対
の
「
な
る
可
く
現
状
と
懸
け
離
れ
た
、
な
る
可
く
愉
快
な
小
説
」
(
別
稿
「
あ

の
頃
の
自
分
の
事
」
)
を
め
ざ
し
た
も
の
な
の
で
あ
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
彼
ら

に
は
書
き
た
い
も
の
が
あ
り
、
同
時
に
作
家
に
な
り
た
い
と
の
強
い
願
望
が
そ
の

底
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
、
作
品
の
中
身
か
ら
考
え
る
と
、
前
述
し
た
よ
う
に
、
こ
の
両
作
品

に
は
共
通
性
は
な
い
よ
う
に
見
え
る
。

一
方
は
人
間
の
、
そ
れ
も
妖
婦
の
持
つ
美

と
そ
れ
に
対
す
る
服
従
(
マ
ゾ
ヒ
ズ
ム
)
を
、
他
方
は
追
い
つ
め
ら
れ
た
人
間
の

エ
ゴ
イ
ズ
ム
を
取
り
扱
っ
て
い
る
。
が
、
両
作
品
を
短
く
要
約
す
る
と
、
「
刺
青
」

は
、
「
小
娘
が
妖
婦
に
な
る
話
」
で
あ
り
、
「
羅
生
門
」
は
、
「
下
人
が
盗
人
に
な
る

話
」
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
い
ず
れ
も
一
種
の
変
身
謂
な
の
で
あ
る
。
た
だ
、
そ
れ

に
前
者
は
「
堕
落
し
た
芸
術
家
」
、
後
者
に
は
「
盗
人
で
あ
る
老
婆
の
話
」
が
脇
役

的
に
組
み
合
わ
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
彼
ら
は
下
人
達
を
、
結
果
と
し
て
、
変

身
さ
せ
る
働
き
を
持
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

又
、
「
美
し
い
者
は
強
者
で
あ
り
、
醜
い
者
は
弱
者
で
あ
る
」
と
の
「
刺
青
」
の

基
調
は
、
「
羅
生
門
」
(
初
稿
)
の
世
界
で
は
、
鮮
明
で
は
な
い
が
、
強
者
対
弱
者

と
い
う
対
立
関
係
と
共
に
、
揺
曳
し
て
い
よ
う
。
そ
こ
で
は
、
弱
者
で
あ
る
老
婆

は
徹
底
的
に
醜
者
と
し
て
描
写
さ
れ
て
い
る
し
、
下
人
の
ラ
ス
ト
シ
l
ン
に
お
け

る
姿
に
は
、
醜
と
言
う
よ
り
は
、
あ
る
種
の
楓
爽
と
し
た
も
の
が
感
じ
ら
れ
は
し

つ
ま
り
、
「
羅
生
門
」
の
下
人
を
「
己
が
生
の
主
人
公
と
な
る
物
語
」
と

ま
い
か
。

い
う
視
点
か
ら
見
れ
ば
、
下
人
は
弱
者
か
ら
強
者
へ
と
変
身
す
る
、

つ
ま
り
、
作

品
前
半
の
「
途
方
に
く
れ
て
ゐ
た
」
下
人
か
ら
行
動
者
の
下
人
へ
の
変
化
に
、
相

対
的
に
下
人
の
醜
か
ら
美
へ
の
変
化
が
表
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。

四

そ
れ
で
は
、
両
作
品
の
相
違
は
ど
ん
な
も
の
が
あ
る
か
と
言
う
と
、
前
述
の
作

品
の
中
心
が
、
「
刺
青
」
が
美
や
マ
ゾ
ヒ
ズ
ム
で
あ
り
、
「
羅
生
門
」
が
エ
ゴ
イ
ズ

ム
で
あ
る
と
い
う
こ
と
以
外
に
も
、
作
品
の
時
代
設
定
の
違
い
、
主
人
公
達
の
置

か
れ
て
い
る
状
況
の
違
い
、
登
場
す
る
男
女
の
関
係
の
違
い
等
々
が
あ
ろ
う
。
そ

れ
以
外
の
相
違
点
と
し
て
、
次
に
両
作
品
の
女
性
の
描
か
れ
方
の
差
に
注
目
し
た

L 、。
「
刺
青
」
の
女
は
美
し
く
、
谷
崎
の
理
想
の
女
性
で
あ
り
、
「
羅
生
門
」
の
老
婆

は
前
章
で
も
触
れ
た
が
、
動
物
の
比
喰
に
彩
ら
れ
、
必
要
以
上
に
醜
化
さ
れ
て
い

る
。
換
言
す
れ
ば
、
前
者
は
美
化
さ
れ
、
後
者
は
戯
固
化
さ
れ
て
い
る
。
い
わ
ば
、

こ
の
女
性
に
対
す
る
描
写
の
違
い
が
、
両
作
家
の
作
品
に
対
す
る
姿
勢
の
差
を
表
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し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

本
来
、
「
刺
青
」
は
同
時
代
を
舞
台
に
し
て
、
も
っ
と
谷
崎
自
身
が
投
影
さ
れ
た

作
品
で
あ
っ
た
ら
し
い
。
つ
ま
り
、
「
堕
落
し
た
芸
術
家
」
と
し
て
の
谷
崎
の
物
語

が
描
か
れ
る
筈
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
が
、
作
品
の
中
心
は
妖
婦
の
誕
生

と
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
こ
こ
に
は
谷
崎
の
マ
ゾ
ヒ
ズ
ム
の
特
色
|
|
虚
構
の
上
に

成
立
し
、
継
続
を
求
め
る
マ
ゾ
ヒ
ズ
ム
ー
ー
が
あ
ろ
う
。
い
わ
ば
、
谷
崎
と
清
吉

の
距
離
で
あ
る
。
清
吉
は
妖
婦
の
誕
生
に
燃
え
つ
き
る
。
谷
崎
は
刺
青
を
し
た
後

の
清
吉
の
よ
う
に
空
虚
に
は
な
ら
な
い
。
何
故
な
ら
ば
、
谷
崎
の
快
楽
は
拝
脆
す

る
姿
勢
の
自
覚
に
あ
り
、
そ
の
持
続
を
求
め
る
。
現
実
は
そ
の
ま
ま
で
は
谷
崎
の

世
界
に
飛
矧
し
な
い
。

つ
ま
り
、
虚
構
の
中
で
の
み
、
女
は
十
全
に
美
化
し
う
る

の
で
あ
る
。



そ
れ
に
対
し
て
、
「
羅
生
門
」
は
、
や
は
り
、
芥
川
の
失
恋
の
影
響
下
に
あ
る
。

必
要
以
上
の
老
婆
の
醜
さ
に
は
、
恋
愛
の
対
象
で
あ
る
吉
田
弥
生
で
は
な
く
、
結

婚
を
断
念
さ
せ
た
近
親
者
達
の
エ
ゴ
イ
ズ
ム
へ
の
憎
悪
の
影
響
が
あ
る
よ
う
で
あ

る
。
故
に
、
老
婆
は
単
に
醜
い
弱
者
だ
け
で
は
な
い
。
後
述
す
る
が
、
老
婆
に
よ

り
強
者
的
な
面
も
感
じ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
生
活
者
の
し
た
た
か
さ
で
あ
り
、
人

聞
の
奥
深
さ
を
感
じ
さ
せ
る
悪
魔
的
な
面
で
あ
る
。

だ
が
、
芥
川
の
場
合
は
、
小
説
世
界
に
限
定
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な

醜
化
は
頭
の
中
で
の
み
行
わ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
谷
崎
は
、
周
知

の
通
り
、
実
生
活
で
も
理
想
と
す
る
女
の
美
化
を
追
い
求
め
た
の
で
あ
る
。

次
に
、
両
作
品
の
相
違
(
共
通
性
も
含
む
が
)
と
し
て
、
モ
ラ
ル
(
道
徳
)
に

対
す
る
姿
勢
の
差
に
注
目
し
て
み
た
い
。

「
刺
青
」
に
は
通
常
の
意
味
で
の
モ
ラ
ル
は
な
い
。
わ
ず
か
に
、
清
吉
に
「
刺

青
師
に
堕
落
」
と
い
う
表
現
ゃ
、
女
の
自
己
の
本
質
(
未
喜
や
『
肥
料
』
と
い
う

絵
の
女
の
性
分
)
を
見
る
こ
と
へ
の
臨
時
に
、
道
徳
的
な
も
の
が
垣
間
見
え
る
。

が
、
そ
れ
も
簡
単
に
追
い
払
わ
れ
て
し
ま
い
、
清
吉
は
元
よ
り
、
女
も
清
吉
に
よ

る
刺
青
に
よ
っ
て
道
徳
を
超
え
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
に
対
し
て
、
「
羅
生
門
」
の
下
人
も
結
果
的
に
は
道
徳
を
超
え
る
。
が
、
そ

こ
に
到
る
ま
で
彼
は
善
悪
の
観
念
、
道
徳
の
強
い
影
響
下
に
あ
る
存
在
な
の
で
あ

っ
た
。
羅
生
門
の
下
で
「
途
方
に
く
れ
て
ゐ
た
」
下
人
、
こ
れ
が
下
人
の
本
来
の

姿
で
あ
っ
た
。
「
刺
青
」
の
女
に
も
清
吉
に
も
、
こ
の
「
途
方
に
く
れ
て
ゐ
る
姿
」

み」事
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以
上
の
よ
う
に
、
「
刺
青
」
と
「
羅
生
門
」
の
特
色
を
、
共
通
点
・
相
違
点
か
ら

簡
単
に
見
て
く
る
と
、
そ
の
中
で
よ
り
考
え
ざ
る
を
得
な
い
の
は
、
「
羅
生
門
」
の

「
下
人
が
盗
人
に
な
る
話
」
の
内
実
で
あ
り
、
そ
の
一
つ
と
し
て
は
、
下
人
が
如
何

に
造
型
さ
れ
、
変
化
し
て
い
っ
た
か
で
あ
る
。

五

「
羅
生
門
」
は
芥
川
の
言
に
よ
れ
ば
、
作
品
が
出
来
上
が
る
ま
で
に
何
度
も
椛

注
へ
H
)

想
を
変
え
た
作
品
で
あ
る
よ
う
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
構
想
を
具
体
的
に
示
す

も
の
と
し
て
、
近
年
公
表
さ
れ
た
「
羅
生
門
下
書
メ
モ
ノ
l
ト
・
断
片
」
が
あ
る
。

こ
れ
ら
は
、
主
と
し
て
、
作
品
冒
頭
部
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
あ
る
程
度
、
作

品
の
構
想
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
(
本
稿
で
は
主
要
と
思
わ
れ
る
メ
モ
の
み
考
察

の
対
象
と
す
る
)
た
だ
、
こ
れ
ら
の
メ
モ
の
執
筆
順
は
不
明
で
あ
る
の
で
、
そ
の

構
想
の
正
確
な
変
遷
は
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
お
お
よ
そ
の
傾
向
と
し
て
、
原
典

の
「
今
昔
物
活
巴
の
原
話
か
ら
「
羅
生
門
」
へ
の
流
れ
に
沿
っ
て
い
る
の
で
は
な
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い
か
と
思
わ
れ
る
。

そ
れ
で
は
、
次
に
、
原
典
で
あ
る
「
今
昔
物
語
」
巻
廿
九
の
第
十
八
「
羅
生
門

住
(
阻
)

に
て
上
層
に
登
り
死
人
を
見
る
盗
人
の
も
の
が
た
り
」
の
冒
頭
部
分
を
引
用
す
る
。

今
は
昔
、
摂
津
の
国
辺
よ
り
、
盗
せ
む
が
た
め
に
京
に
上
り
け
る
男
の
、

日
の
未
だ
暮
れ
ざ
り
け
れ
ば
、
人
の
静
ま
る
ま
で
と
思
ひ
て
、
門
の
下
に

待
ち
立
て
り
け
る
に
、
山
城
の
方
よ
り
人
ど
も
の
あ
ま
た
来
た
る
音
の
し

け
れ
ば
、
そ
れ
に
み
え
じ
と
思
ひ
て
、
門
の
上
層
に
や
は
ら
掻
き
っ
き
登

り
た
り
け
る
に
、
見
れ
ば
火
髭
か
に
燃
し
た
り
。

こ
れ
が
、
芥
川
の
最
初
の
構
想
と
思
わ
れ
る
も
の
で
は
、
こ
う
な
る
。

交
野
五
郎
が
、
摂
津
の
国
か
ら
京
都
へ
上
っ
て
来
た
時
の
事
で
あ
る
。

五
郎
は
、
鋳
物
師
を
商
売
に
し
ゐ
た
下
司
で
あ
る
が
、
此
頃
の
凶
年
に
口

を
糊
す
る
事
が
出
来
な
く
な
っ
た
の
で
、
僅
な
路
用
を
便
り
に
遥
々
、
京

部
へ
上
っ
て
来
た
の
で
あ
る
。



こ
こ
か
ら
、
現
在
の
「
羅
生
門
」
の
冒
頭
部
ま
で
様
々
な
変
化
を
見
せ
る
。
「
羅

生
門
下
書
メ
モ
ノ
l
ト
・
断
片
」
は
、
紙
数
の
関
係
で
、
全
部
を
紹
介
で
き
な
い

の
で
、
主
な
も
の
が
以
降
、
ど
の
よ
う
な
変
化
を
し
て
い
っ
た
の
か
を
、
簡
単
な

表
に
し
て
み
る
こ
と
に
す
る
。

② 

一 一
〆伊、、

交 主

人 人 同 野
人
公

の の 右 平
の

侍 男
-'--

名前
、-' ノ、

( ゐ 雨 てい なも か=朝か まし宿賃夜泊 の使考よ愈
たや 金ひへ外り々 状

同 み
ゐた 洛中く へてあ 空腹ら

つにつは残た 盗

を たとた(し は人
右 ま ら旅略た なに

、-' て手 歩をてど を れ 龍 ) 用路 L 、な 況
てで昨 とる

F司、 r、
の羅同 同 場

右 右
下生

、.../ 、ー〆 F可 所

〆'、 暮或 しら日
同 れ る たふの 気

右 方自 雨り暮 候
、.../ の 出か

③ ④ ⑤ 

念
の
為
に
「
羅
生
門
」
に
最
も
近
い
と
思
わ
れ
る
メ
モ
⑤
を
引
用
し
て
お
く
。

躍
生
門
の
下
で
雨
や

⑤ 

或
日
の
暮
れ
方
の
事
で
あ
る

一
人
の
侍
が

み
を
ま
っ
て
ゐ
た

広
い
門
の
下
に
は
こ
の
男
の
外
に
誰
も
ゐ
な
い

最
初
の
も
の
を
①
や
②
と
比
べ
る
と
、
現
在
の
「
羅
生
門
」
に
か
な
り
近
い
こ

と
が
分
か
る
。

こ
の
よ
う
に
主
人
公
の
名
前
や
状
況
・
場
所
・
天
候
な
ど
へ
の
変
還
を
見
て
く

る
と
、
芥
川
が
如
伺
に
「
今
昔
物
語
」
の
原
話
か
ら
、
自
分
の
「
羅
生
門
」
を
作

り
上
げ
て
い
く
の
に
苦
労
し
て
い
た
か
が
分
か
る
。

簡
単
に
言
う
と
、
①
で
は
、
原
話
を
受
け
、
主
人
公
に
名
前
や
出
身
な
ど
の
具

体
的
な
も
の
を
付
与
し
て
い
る
。
し
か
し
、
彼
が
盗
人
に
な
ろ
う
と
し
て
上
京
し

た
こ
と
は
明
示
さ
れ
て
い
な
い
。
②
も
そ
れ
を
受
け
継
ぐ
が
、
平
六
と
名
前
を
変

ぇ
、
京
都
で
金
を
使
い
は
た
し
、
「
行
倒
れ
に
な
る
か
」
「
盗
人
の
仲
間
に
は
ひ
る

-27-

か
す
る
よ
り
仕
方
が
な
い
」
と
思
っ
て
い
る
。
が
、
表
に
あ
る
よ
う
に
、
「
愈
々
、

盗
人
に
な
る
よ
り
外
は
な
い
と
考
へ
た
」
と
あ
る
よ
う
に
、
「
羅
生
門
」
の
下
人
の

よ
う
に
「
途
方
に
く
れ
て
ゐ
る
」
姿
と
は
遠
い
。
③
に
な
る
と
、
①
に
あ
る
よ
う

に
交
野
平
六
が
京
に
来
る
ま
で
の
こ
と
が
削
除
さ
れ
、
羅
生
門
の
下
で
雨
ゃ
み
を

す
る
姿
が
描
写
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
④
で
は
、
「
一
人
の
男
」
と
い
う
よ
う
に
名
前

を
失
い
、
主
人
公
の
過
去
の
描
写
〈
説
明
)
は
な
く
な
り
、
⑤
の
よ
う
に
、
「
一
人

の
侍
」
と
な
る
。

つ
ま
り
、
大
き
な
変
化
の
一
つ
は
、
盗
人
、
も
し
く
は
そ
の
志
望
者
(
「
今
昔
物

語
」
)
か
ら
、
京
の
町
で
ゆ
き
づ
ま
っ
た
交
野
平
六
(
五
郎
)
へ
、
そ
し
て
失
業
し

一
人
の
下
人
(
「
羅
生
門
」
)
と
い
う
変
化
で
あ
る
。

て
「
途
方
に
く
れ
る
」

で
は
、
こ
の
よ
う
な
変
遷
が
、
何
故
、
行
な
わ
れ
た
の
か
を
考
え
て
み
る
。

第
一
に
は
、
芥
川
が
「
羅
生
門
」
で
描
き
た
か
っ
た
主
題
の
為
の
変
更
と
い
う
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は「
あ人

っ
た
と
考
え
る
と
理
解
し
や
す
い
。
文
、
最
初
か
ら
主
人
公
が
盗
人
で
は
、
「
途
方

に
く
れ
て
ゐ
」
る
男
が
造
型
さ
れ
ず
、
そ
の
後
の
盗
人
に
な
っ
て
い
く
過
程
が
生

じ
な
く
な
る
の
で
あ
る
。

第
二
に
は
、

一
と
関
連
す
る
が
、
原
典
で
あ
る
「
今
昔
物
語
」
か
ら
の
離
脱
の

欲
求
で
あ
る
。
そ
の
底
に
は
、
「
羅
生
門
」
を
「
単
な
る
歴
史
小
説
」
と
し
て
読
ま

れ
る
こ
と
へ
の
芥
川
の
反
発
が
あ
り
、
「
小
さ
く
と
も
完
成
品
を
作
り
た
い
」
と
の

願
望
が
あ
る
。
「
今
昔
物
一
拍
巴
そ
の
ま
ま
で
は
槙
倣
で
し
か
な
く
、
「
羅
生
門
」
を

芸
術
作
品
に
ま
で
高
め
る
こ
と
が
、
作
家
芥
川
の
強
い
願
望
で
あ
っ
た
ろ
う
。

第
三
に
は
、
「
羅
生
門
」
に
己
れ
の
心
情
を
投
影
し
や
す
く
す
る
為
で
あ
る
。
摂

津
出
身
の
鋳
物
師
で
あ
る
交
野
五
郎
(
平
六
)
で
は
、
個
性
を
持
ち
、
当
然
の
こ

と
な
が
ら
、
芥
川
と
は
別
人
格
と
な
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
、
「
羅
生
門
」
の
主
人

公
を
己
れ
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
下
に
置
く
こ
と
、
即
ち
、
「
材
料
と
自
分
の
心
も
ち

注
〈
却
)

と
が
、
ぴ
っ
た
り
一
つ
」
に
す
る
条
件
整
備
の
為
の
変
更
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ

れ
が
結
果
的
に
、
「
羅
生
門
」
創
作
の
原
動
力
の
一
つ
で
あ
っ
た
「
な
る
可
く
現
状

注
(
副
)

と
懸
け
離
れ
た
、
な
る
可
く
愉
快
な
小
説
が
書
き
た
か
っ
た
」
と
の
思
い
と
合
致

す
る
の
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
な
理
由
か
ら
、
「
羅
生
門
」
の
構
想
は
変
化
し
て
い
っ
た
の
だ
ろ
う

が
、
こ
こ
で
、
注
目
し
た
い
の
は
、
「
羅
生
門
下
書
メ
モ
ノ
!
ト
・
断
片
」
に
登
場

す
る
「
交
野
平
六
」
で
あ
る
。

....... 
J、

芥
川
は
後
年
「
倫
盗
」
(
『
中
央
公
論
』
大
正
6
・
4
、
7
)
で
盗
肢
の
一
人
に
、

「
交
野
平
六
」
を
登
場
さ
せ
て
い
る
。
し
か
も
、
彼
は
、
そ
の
他
多
勢
の
一
人
で
は

な
く
、
作
品
後
半
で
は
、

一
種
の
狂
言
回
し
と
し
て
の
役
割
を
も
有
し
て
い
る
。

そ
こ
で
彼
は
ど
の
よ
う
な
人
間
と
し
て
、
作
者
か
ら
造
型
さ
れ
て
い
る
の
か
で
あ

る
が
、
そ
の
前
に
、
名
前
を
持
っ
て
い
な
い
主
人
公
に
つ
い
て
い
さ
さ
か
考
え
て

み
た
い
。

「
羅
生
門
」
前
後
の
作
品
か
ら
、
名
前
を
持
っ
て
い
な
い
主
人
公
を
探
す
と
、
例

え
ば
、
「
芋
粥
」
の
五
位
が
い
る
。
「
某
五
位
」
と
呼
ば
れ
る
男
で
あ
る
。
彼
は
作

中
で
は
「
平
凡
な
男
」
で
あ
る
が
、
芥
川
は
特
に
、
彼
に
「
世
間
の
迫
害
に
べ
そ

を
掻
い
た
『
人
間
』
」
と
の
一
面
を
与
え
て
い
る
。
い
わ
ば
、
五
位
は
世
間
に
よ
く

い
る
弱
者
で
あ
り
、
「
と
ほ
う
に
く
れ
て
ゐ
」
る
下
人
と
通
じ
る
存
在
な
の
で
あ

る
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
原
典
の
「
今
昔
物
語
」
に
描
か
れ
た
人
物
達
と
は
い
さ
さ
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か
異
な
っ
て
い
る
。
彼
ら
は
よ
り
単
純
で
あ
り
、
よ
り
行
動
的
で
あ
る
。

実
は
、
「
倫
盗
」
の
交
野
平
六
も
「
今
昔
物
語
」
の
世
界
の
住
人
に
近
い
存
在
な

の
で
あ
る
。
「
倫
盗
」
で
は
、
彼
は
盗
賦
と
し
て
単
純
で
乱
暴
で
は
あ
る
が
、
仲
間

一
廉
の
盗
肢
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
あ
る
。
そ
し

注
(
詑
〕

て
、
こ
れ
が
交
野
平
六
と
い
う
名
前
を
持
つ
者
へ
の
芥
川
の
イ
メ
ー
ジ
で
も
あ
ろ

う
。
「
羅
生
門
」
創
作
の
頃
も
そ
う
で
は
な
か
っ
た
ろ
う
か
。
そ
う
す
る
と
、
「
倫

盗
」
の
交
野
平
六
の
よ
う
な
男
で
は
、
途
方
に
く
れ
る
こ
と
も
な
い
だ
ろ
う
し
、
老

の
窮
地
を
見
捨
て
ぬ
男
で
あ
る
。

婆
に
よ
っ
て
改
心
す
る
こ
と
も
な
い
だ
ろ
う
。
そ
の
よ
う
な
彼
な
ら
ば
、
下
書
メ

モ
に
あ
る
如
く
、
多
少
の
臨
時
は
あ
る
に
し
て
も
、
「
交
野
平
六
は
、
愈
々
盗
人
に

な
る
よ
り
外
は
な
い
」
と
決
心
す
る
の
で
あ
ろ
う
。

つ
ま
り
、
途
方
に
く
れ
る
下

人
よ
り
は
、
積
極
的
に
生
き
る
の
が
、
交
野
平
六
な
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
名
前
に
こ
だ
わ
る
理
由
の
一
つ
と
し
て
、
こ
こ
に
谷
崎
の
「
刺
青
」
の

清
吉
と
の
共
通
性
が
あ
る
と
言
う
と
、
そ
れ
は
強
引
す
ぎ
る
だ
ろ
う
か
。
平
六
、



清
吉
、
両
者
共
、
堕
落
し
な
が
ら
も
、
己
れ
の
生
を
生
き
て
い
る
。
そ
し
て
、
平

六
と
い
う
名
前
と
清
吉
と
い
う
名
前
の
与
え
る
イ
メ
ー
ジ
は
、
対
照
的
か
も
し
れ

な
い
。
だ
が
、
両
者
共
、
ま
ず
、
平
易
な
名
前
で
あ
る
。
「
今
昔
物
語
」
に
登
場
す

る
他
の
盗
蹴
の
名
前
「
袴
垂
」
「
多
裏
丸
」
「
調
伏
丸
」
な
ど
に
比
べ
れ
ば
、
平
六

と
い
う
名
前
は
お
ど
ろ
お
ど
ろ
し
く
な
く
、
無
難
な
名
前
で
あ
る
。
し
か
も
太
郎
、

次
郎
に
比
べ
れ
ば
、
個
性
が
あ
る
。
清
吉
の
方
も
そ
う
で
あ
る
。
「
刺
青
」
に
登
場

す
る
他
の
刺
青
師
の
名
前
と
号
一
守
え
ば
、
「
ち
ゃ
り
文
・
奴
平
・
こ
ん
/
¥
次
郎
・
達

摩
金
・
唐
草
権
兵
衛
」
で
あ
る
。
如
伺
に
清
吉
と
い
う
名
前
が
粋
で
あ
る
か
が
分

か
ろ
う
。
主
人
公
の
命
名
は
作
家
の
特
権
で
あ
る
。
そ
し
て
、
名
前
は
主
人
公
の

イ
メ
ー
ジ
造
形
に
大
き
な
力
を
持
つ
。
谷
崎
が
「
刺
青
」
の
主
人
公
に
清
吉
と
い

う
名
前
を
付
け
た
時
、
そ
こ
に
は
少
な
か
ら
ぬ
思
い
入
れ
が
あ
っ
た
に
ち
が
い
な

ぃ
。
谷
崎
は
「
堕
落
し
た
芸
術
家
」
に
己
れ
の
物
語
を
描
こ
う
と
し
た
の
だ
か
ら
。

注
(
幻
)

(
同
様
に
、
「
病
人
の
愛
」
の
譲
治
、
「
細
居
己
の
貞
之
介
、
「
記
」
の
孝
太
郎
な
ど

に
も
、
谷
崎
の
命
名
の
思
い
入
れ
を
推
測
で
き
る
の
で
は
な
い
か
)
芥
川
も
、
清

吉
と
い
う
名
前
に
谷
崎
の
思
い
入
れ
を
感
じ
た
の
で
は
な
い
か
。
「
氏
は
罪
悪
の

夜
光
虫
が
明
滅
す
る
海
の
上
を
、
ま
る
で
エ
ル
・
ド
ラ
ド
で
も
探
し
て
行
く
や
う

な
意
気
込
み
で
、
悠
々
と
船
を
進
め
て
行
っ
た
」
(
「
あ
の
頃
の
自
分
の
事
」
)
と
、

芥
川
は
見
て
い
る
の
で
あ
る
。
彼
は
清
吉
に
谷
崎
の
面
影
を
読
み
取
っ
て
い
た
に

違
い
な
い
。
闘
っ
て
号
一
ヲ
へ
は
、
交
野
平
六
と
い
う
名
前
に
、
芥
川
は
自
分
の
あ
る

べ
き
イ
メ
ー
ジ
(
行
動
者
像
)
を
見
て
い
た
の
で
は
な
い
か
。
作
家
の
夢
が
、
こ

れ
ら
の
名
前
に
込
め
ら
れ
て
い
る
と
思
う
の
で
あ
る
。

以
上
は
推
測
の
域
を
出
な
い
の
で
あ
る
が
、
芥
川
の
「
交
野
平
六
」
に
対
す
る

愛
着
が
、
後
年
「
倫
盗
」
の
作
中
に
登
場
す
る
理
由
で
あ
っ
た
の
は
間
違
い
な
か

ろ
う
。
芥
川
は
交
野
平
六
と
い
う
単
純
な
男
に
、

一
端
は
自
己
の
夢
を
託
し
た
の

だ
ろ
う
が
、
「
途
方
に
く
れ
る
」
下
人
の
像
を
経
て
か
ら
、
盗
人
に
な
る
こ
と
の
方

が
よ
り
ド
ラ
マ
テ
ィ
ッ
ク
に
な
る
と
の
計
算
を
し
た
の
か
も
し
れ
な
い
し
、
老
婆

に
対
す
る
引
剥
に
、
そ
の
頃
の
彼
を
取
り
巻
い
て
い
る
束
縛
か
ら
の
脱
出
を
夢
見

て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

谷
崎
が
「
刺
青
」
で
、
清
吉
と
い
う
名
前
の
男
に
己
れ
を
語
ら
せ
、
夢
を
見
よ

う
と
し
た
の
と
同
様
に
、
芥
川
も
、
主
人
公
に
己
れ
の
夢
を
表
現
し
よ
う
と
す
る

ス
タ
イ
ル
を
、
踏
襲
し
よ
う
と
し
た
と
考
え
る
の
は
考
え
す
ぎ
だ
ろ
う
か
。

(
注
)

(
1
)
 

東
郷
克
美
「
芥
川
龍
之
介
の
『
寂
莫
』
」
(
「
国
文
学
研
究
」
印

昭
日
・

6
)

参
照
。

(
2
)
 

海
老
井
英
次
「
羅
生
門
」
(
「
国
文
学
」
昭
伍
・
日
)

清
水
康
次
「
『
羅
生
門
』
へ
の
過
程
」
(
『
芥
川
文
学
の
方
法
と
世
界
』
和

- 29一

(
3
)
 泉

書
院

平
6

・4
)

(
4
)
 

「
『
羅
生
門
』
の
後
に
」
(
大
6
・
9
)
よ
り
。
又
、
「
羅
生
門
」
が
今
ま

で
の
作
品
の
中
で
最
も
優
れ
た
作
品
だ
と
い
う
芥
川
の
メ
モ
(
つ
羅
生
門

へ
の
弁
明
」
)
も
あ
る
。
(
『
芥
川
龍
之
助
資
料
集
』
山
梨
県
立
文
学
館
平

5
・
日
)

(
5
)
 

松
岡
譲
宛
書
簡
(
大

6-m-m)
参
照
。

〈

6
)

松
本
常
彦
「
『
大
川
の
水
』
論
」
(
『
原
景
と
写
像
』
「
原
景
と
写
像
」
刊
行

A 
Z三

昭

m
・1
)

(
7
)
 

山
敷
利
男
「
芥
川
の
短
歌
『
桐
』
に
つ
い
て
」
(
「
国
文
学
研
究
」
包

昭

ω
・
日
)

(
8
)
 
吉
田
精
一
『
芥
川
龍
之
介
』
(
新
潮
文
庫
に
よ
る
)
及
び
、
佐
伯
彰

「芥



川
と
谷
崎
|
|
|
「
ひ
ょ
っ
と
こ
」
と
「
幣
間
」
と

l
l」
(
「
解
釈
と
鑑
賞
」

昭
お
・

8
)

(
9
)
 

「
文
芸
的
な
余
り
に
文
芸
的
な
」
一
一
(
昭
2
・
4
)
よ
り
。
又
、
芥
川
が

谷
崎
家
を
初
め
て
訪
問
し
た
の
は
大
正
五
年
前
半
頃
で
あ
る
こ
と
が
、
未
定

稿
「
谷
崎
氏
に
最
初
会
っ
た
の
は
」
(
『
芥
川
龍
之
介
資
料
集
』
山
梨
県
立
文

主主d弘

子
館

平
5
・
日
)
か
ら
分
か
る
。

(
叩
)

近
親
者
へ
の
憎
悪
が
「
羅
生
門
」
構
想
に
少
な
か
ら
ぬ
影
響
を
与
え
て
い

(
日
)

る
こ
と
は
既
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、
芥
川
自
身
、
後
に
、
当
時
の
自
分
に

は
「
自
意
識
過
剰
」
「
倣
慢
さ
」
が
あ
っ
た
と
の
反
省
の
メ
モ
が
あ
る
。

〈
「
，
羅
生
円
。
へ
の
弁
明
」
)

そ
の
一
例
と
し
て
、
少
し
後
の
こ
と
に
な
る
が
、
『
羅
生
門
』
出
版
記
念

会
に
谷
崎
が
出
席
し
た
の
を
、
芥
川
は
大
変
喜
ん
だ
と
い
う
。

(ロ〉

杉
本
侵
「
下
人
が
強
盗
に
な
る
物
語
1
1
1
『
羅
生
門
」
論
|
|
」
(
「
日
本

平

--m)

(
日
)

近
代
文
学
」
剖

注
(
叩
)
の
同
じ
メ
モ
で
、
芥
川
は
こ
の
作
品
で
モ
ラ
ル
の
問
題
を
と
り

上
げ
た
か
っ
た
と
の
言
及
が
あ
る
。

(
日
比
)

ご
つ
の
作
が
出
来
上
が
る
ま
で
|
|
「
枯
野
抄
」
|
|
「
奉
教
人
の
死
」

|
|
」
(
大
9
・
3
)
参
照
。

(
出
)

「
国
文
学
」
(
昭
印
・

5
)
所
収
の
も
の
及
び
、
『
芥
川
龍
之
介
資
料
集
』

(
山
梨
県
立
文
学
館

平
5
・
日
)
か
ら
引
用
し
た
。
そ
の
際
、
前
掲
書
の
関

口
安
義
氏
の
解
説
及
び
、
注

(
3
)
の
清
水
康
次
氏
の
論
文
を
参
考
に
し
た
。

〈
出
)

引
用
は
、
「
今
昔
物
語
」
(
「
朝
日
古
典
全
書
」
)
か
ら
。

(
口
)

石
割
透
「
羅
生
門
」
(
『
芥
川
龍
之
介
|
|
初
期
作
品
の
展
開
』
有
精
堂

昭
印
・

2
)

(
沼
)

「
校
正
後
に
」
(
大
5
・
3
)
よ
り
。

(
四
)

「
校
正
後
に
」
〈
大
5
・
9
)
よ
り
。

「
私
と
創
作
1
1
1
「
煙
車
と
悪
魔
」
の
序
に
代
ふ
|
|
」
(
大
6
・
6
)
よ

(
却
)

り

(
幻
)

「
別
稿

あ
の
頃
の
自
分
の
事
」
(
大
8
・
1
〉
よ
り
。

(
辺
)

既
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
こ
と
だ
が
、
「
交
野
八
郎
」
と
い
う
盗
人
の
こ
と

が
、
「
『
古
今
著
間
集
』
俄
盗

第
十
九
」
に
あ
る
。
又
、
同
じ
「
俄
盗

第

十
九
」
に
、
「
小
殿
平
六
」
と
い
う
盗
人
が
登
場
す
る
。
両
者
共
、
単
な
る
盗

肢
で
は
な
く
、
前
者
は
後
鳥
羽
院
の
「
御
中
間
」
に
、
後
者
は
源
判
官
康
仲

の
「
侍
」
と
な
る
。
交
野
平
六
は
、
両
者
の
合
成
し
た
名
前
で
あ
り
、
「
古
今

著
聞
集
」
の
こ
の
こ
人
の
盗
肢
は
、
芥
川
の
コ
父
野
平
六
」
に
何
ら
か
の
関

- 30一

連
が
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

(
お
)

「
痴
人
の
愛
」
の
譲
治
の
名
前
に
つ
い
て
、
小
森
陽
一
氏
は
、
対
談
の
中

で
、
「
あ
の
命
名
は
か
な
り
は
っ
き
り
そ
う
い
う
ス
タ
ン
ス
に
立
つ
こ
と
を
自

覚
し
て
い
た
」
と
言
及
し
て
い
る
。
詳
細
は
「
谷
崎
礼
讃
|
|
闘
争
す
る
デ

ィ
ス
ク
ー
ル
」
(
「
国
文
学
」

平
5
・
ロ
)
参
照
。

(
ふ
じ
む
ら

た
け
し
)


