
芥
川
龍
之
介
の
《
羅
生
門
》
を
論
ず
る
と
き
、
「
あ
る
女
を
昔
か
ら
知
っ
て
ゐ
た
。
そ
の
女
が
あ
る
男
と
婚
約
を
し
た
。
僕
は
そ
の
時
に

な
っ
て
は
じ
め
て
僕
が
そ
の
女
を
愛
し
て
ゐ
る
事
を
知
っ
た
。
」
（
大
正
四
年
二
月
二
十
八
日
）
、
ま
た
「
イ
ゴ
イ
ズ
ム
を
は
な
れ
た
愛
が
あ

る
か
ど
う
か
。
」
（
同
年
三
月
九
日
）
に
始
ま
る
、
井
川
（
恒
藤
）
恭
宛
書
簡
は
幾
度
も
参
照
さ
れ
て
き
た
。
恋
愛
の
挫
折
、
具
体
的
に
い

え
ば
、
家
族
の
反
対
に
あ
い
恋
愛
を
貫
き
通
す
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
と
い
う
体
験
を
経
て
、
芥
川
の
内
部
に
生
じ
た
思
念
が
、
《
羅
生
門
》

執
筆
に
作
用
し
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
や
は
り
否
定
し
が
た
い
。

た
だ
し
、
そ
れ
は
、
「
自
分
は
半
年
ば
か
り
前
か
ら
悪
く
こ
だ
は
っ
た
恋
愛
問
題
の
影
響
で
独
り
に
な
る
と
気
が
沈
ん
だ
か
ら
、
そ
の
反

対
に
な
る
可
く
現
状
と
懸
け
離
れ
た
、
な
る
可
く
愉
快
な
小
説
が
書
き
た
か
っ
た
。
そ
こ
で
…
…
」
（
別
稿
《
あ
の
頃
の
自
分
の
事
》
）
と

い
う
回
想
を
、
そ
の
『
愉
快
」
の
吟
味
な
し
に
額
面
通
り
に
受
け
取
る
こ
と
で
は
な
い
。
海
老
井
英
次
『
芥
川
龍
之
介
論
孜
１
１
自
己
覚

醒
か
ら
解
体
へ
ｌ
盛
第
一
部
第
二
章
羅
生
門
』
ｌ
〈
自
我
〉
覚
醒
の
ド
ラ
マ
ー
は
失
恋
体
験
よ
り
も
む
し
ろ
、
そ
れ
を
さ
か

の
ぼ
る
大
正
三
年
秋
に
訪
れ
た
転
機
こ
そ
が
《
羅
生
門
》
を
旺
胎
し
た
と
み
な
し
て
い
る
。
「
画
か
き
で
は
矢
張
マ
チ
ス
が
す
き
で
す
〔
中

略
〕
僕
の
求
め
て
ゐ
る
の
は
あ
き
云
ふ
芸
術
で
す
日
を
う
け
て
ど
ん
ノ
、
空
の
方
へ
の
び
て
ゆ
く
草
の
や
う
な
生
活
力
の
溢
れ
て
ゐ
る
芸

術
で
す
」
（
大
正
三
年
十
一
月
十
四
日
、
原
善
一
郎
宛
）
、
「
僕
は
此
頃
ラ
ッ
プ
で
も
力
の
あ
る
も
の
が
面
白
く
な
っ
た
」
（
大
正
三
年
十
一

《
羅
生
門
》
へ
の
途

方
法
の
獲
得

ー

⁷
正
人（１）
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れ
ば
な
ら
な
い
。

月
三
十
日
、
井
川
恭
宛
）
と
、
友
人
た
ち
に
書
き
送
っ
た
よ
う
な
「
精
神
的
革
命
」
、
芸
術
的
開
眼
で
あ
る
。

《
羅
生
門
》
の
主
題
に
つ
い
て
、
か
つ
て
は
、
人
が
生
き
る
た
め
に
も
た
ざ
る
を
え
な
い
エ
ゴ
イ
ズ
ム
を
あ
ば
き
だ
し
た
も
の
と
い
う

通
説
的
な
解
釈
が
あ
り
、
近
年
は
、
自
我
の
本
然
と
で
も
い
う
べ
き
も
の
の
覚
醒
と
解
放
を
読
み
と
る
見
解
に
と
っ
て
代
わ
ら
れ
つ
つ
あ

る
。
た
だ
し
、
そ
れ
ら
は
と
も
に
、
先
の
大
正
三
年
秋
の
「
精
神
的
革
命
」
な
い
し
大
正
四
年
春
の
恋
愛
の
挫
折
に
か
か
わ
る
書
簡
を
援

用
し
な
が
ら
、
あ
る
い
は
注
意
深
く
そ
れ
を
避
け
よ
う
と
し
て
、
な
お
暗
々
裡
に
前
提
に
し
な
が
ら
脱
か
れ
て
い
る
こ
と
に
留
意
し
な
け

作
家
に
つ
い
て
多
く
を
知
り
す
ぎ
て
し
ま
っ
た
、
そ
し
て
《
羅
生
門
》
以
後
の
作
品
ば
か
り
か
、
彼
の
自
死
さ
え
も
見
通
す
こ
と
の
で

き
る
現
代
の
読
者
は
、
大
正
の
『
帝
国
文
学
』
の
読
者
よ
り
も
、
あ
る
意
味
で
は
は
る
か
に
不
自
由
で
あ
る
。
同
時
に
、
わ
れ
わ
れ
は
、

わ
れ
わ
れ
の
置
か
れ
て
い
る
環
境
を
批
判
的
に
対
象
化
し
う
る
だ
け
の
研
究
史
を
与
え
ら
れ
て
い
る
。
と
す
れ
ば
、
作
品
外
の
知
識
を
作

品
解
釈
の
手
掛
か
り
と
す
る
と
い
う
、
い
さ
さ
か
危
険
な
手
順
を
踏
む
こ
と
も
許
さ
れ
る
は
ず
で
あ
る
。

少
な
く
と
も
、
こ
の
よ
う
に
言
う
こ
と
は
で
き
る
で
あ
ろ
う
、
芥
川
の
向
日
的
な
芸
術
観
と
「
白
樺
」
派
的
自
己
実
現
の
理
念
と
は
、

恋
愛
の
挫
折
に
よ
っ
て
屈
折
を
強
い
ら
れ
な
か
っ
た
は
ず
は
な
い
、
と
。

イ
ゴ
イ
ズ
ム
の
あ
る
愛
に
は
、
人
と
人
と
の
間
の
障
壁
を
わ
た
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
人
の
上
に
落
ち
て
く
る
生
存
苦
の
寂
翼
を
癒

す
事
は
出
来
な
い
。
〔
中
略
〕
周
囲
は
醜
い
。
自
己
も
醜
い
。
〔
中
略
〕
し
か
し
僕
に
は
こ
の
ま
ま
回
避
せ
ず
す
き
・
む
ぺ
く
強
ひ
る
も

の
が
あ
る
。
そ
の
も
の
は
僕
に
周
囲
と
自
己
と
の
醜
さ
を
見
よ
と
命
ず
る
。
（
大
正
四
年
三
月
九
日
、
井
川
恭
宛
）

家
族
と
の
対
立
や
内
面
の
葛
藤
の
な
か
で
、
生
存
苦
の
も
た
ら
す
癒
し
が
た
い
寂
し
さ
を
か
み
し
め
な
が
ら
、
な
お
人
間
存
在
の
醜
悪

さ
を
引
き
受
け
よ
う
と
い
う
の
で
あ
る
。
芥
川
が
引
き
受
け
よ
う
と
し
た
の
は
、
後
年
の
言
葉
を
借
り
れ
ば
、
「
地
獄
よ
り
も
地
獄
的
」
な

『
人
生
」
（
《
保
儒
の
言
葉
》
〈
地
獄
〉
）
、
『
婆
婆
苦
」
あ
る
い
は
「
修
羅
、
餓
鬼
、
地
獄
、
畜
生
等
の
世
界
」
が
そ
の
「
外
に
あ
っ
た
の
で

は
な
い
」
と
こ
ろ
の
「
現
世
」
（
《
今
昔
物
語
鑑
賞
》
）
、
あ
る
い
は
「
人
間
獣
」
（
《
文
芸
的
な
、
あ
ま
り
に
文
芸
的
な
》
〈
野
性
の
呼
び
声
〉
）

(２）

《羅生門》への途
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羅
城
門
に
棲
息
す
る
老
婆
の
行
為
と
言
葉
と
は
、
畜
生
の
所
業
で
あ
り
畜
生
の
論
理
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
老
婆
の
言
葉
を
逆
手
に
と
っ

て
、
「
で
は
、
己
が
引
剥
を
し
よ
う
と
恨
む
ま
い
な
。
…
…
」
と
、
「
噛
み
つ
く
や
う
に
』
（
な
お
こ
の
形
容
は
初
出
誌
お
よ
び
短
編
集
『
羅

生
門
』
初
版
に
は
な
い
。
の
ち
に
短
編
集
量
ご
収
録
の
際
に
加
筆
さ
れ
た
。
）
言
っ
て
、
老
婆
の
着
物
を
剥
ぎ
取
る
下
人
の
行
為
は
、
彼

が
臆
病
な
小
動
物
か
ら
ほ
か
の
動
物
を
牙
に
か
け
る
肉
食
獣
に
変
じ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
畜
生
の
生
存
原
理
に
従
い
、
そ
の
所
業
を

で
あ
っ
た
。
芥
川
は
、
仏
教
的
な
枠
組
み
に
あ
て
て
そ
れ
を
六
道
の
世
界
と
し
て
提
示
し
た
の
で
あ
る
。

世
界
を
あ
る
い
は
人
間
存
在
を
六
道
な
い
し
三
悪
道
と
し
て
把
握
す
る
姿
勢
は
、
芥
川
の
初
期
作
品
群
に
一
つ
の
系
譜
を
な
し
て
い
る
。

《
羅
生
門
》
（
大
正
四
年
十
一
月
）
、
《
孤
独
地
獄
》
（
大
正
五
年
二
月
）
、
《
愉
盗
》
（
大
正
六
年
四
、
七
月
）
、
《
地
獄
変
》
（
大
正
七
年
四
月
）

と
並
べ
て
み
る
と
、
初
期
芥
川
の
基
軸
で
あ
っ
た
と
さ
え
い
っ
て
よ
い
。

《
羅
生
門
》
の
下
人
も
「
餓
死
を
す
る
か
盗
人
に
な
る
か
」
の
岐
路
に
立
た
さ
れ
て
い
た
。
そ
れ
は
、
人
が
餓
鬼
道
を
甘
受
す
る
か
、

そ
れ
と
も
す
す
ん
で
畜
生
道
を
選
び
取
る
か
の
岐
路
で
あ
っ
て
、
羅
城
門
（
以
下
、
作
品
名
と
区
別
し
て
本
来
の
表
記
を
用
い
る
）
の
楼

上
の
老
婆
と
の
出
遇
い
が
、
彼
を
行
動
に
さ
し
む
け
る
で
あ
ろ
う
。

そ
の
羅
城
門
は
荒
廃
の
き
わ
み
に
あ
り
全
秩
序
の
崩
壊
を
象
徴
す
る
よ
う
に
石
段
は
崩
れ
か
か
り
、
ま
た
そ
の
楼
上
は
死
骸
の
棄
て
場

と
な
っ
て
い
る
、
と
い
う
意
味
で
、
た
し
か
に
そ
こ
は
死
の
世
界
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
う
言
っ
た
だ
け
で
は
十
分
で
は
な
い
。
『
荒
れ
果

て
た
の
を
よ
い
事
に
し
て
孤
狸
が
棲
む
」
、
棄
て
ら
れ
た
死
骸
の
肉
を
つ
い
ば
む
鵜
が
集
ま
っ
て
来
る
場
所
、
む
し
ろ
畜
生
た
ち
が
旺
盛
な

生
命
力
を
み
せ
て
い
る
場
所
、
つ
ま
り
食
い
食
わ
れ
る
と
い
う
畜
生
の
生
存
原
理
が
支
配
し
て
い
る
世
界
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
死

人
の
髪
の
毛
を
抜
い
て
い
た
楼
上
の
老
婆
が
、
「
猿
の
や
う
な
」
「
猿
の
親
が
猿
の
子
の
風
を
と
る
や
う
に
』
「
鶏
の
脚
の
や
う
な
」
「
肉
食

鳥
の
や
う
な
」
「
弱
の
晴
く
や
う
な
」
『
膜
の
つ
ぶ
や
く
や
う
な
」
と
、
く
り
か
え
し
醜
悪
な
動
物
の
比
聴
を
も
っ
て
形
容
さ
れ
る
の
は
偶

然
で
は
な
い
。
下
人
も
ま
た
、
「
猫
の
や
う
に
身
を
ち
蜜
め
て
」
『
守
宮
の
や
う
に
足
音
を
盗
ん
で
」
と
卑
小
な
動
物
の
姿
で
参
入
す
る
の

で
あ
る
。

（３）

《羅生門》への途



《
仙
人
》
に
は
、

次
の
一
文
が
あ
る
。
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選
び
取
る
「
勇
気
」
を
得
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
《
羅
生
門
》
に
お
い
て
芥
川
が
た
じ
ろ
ぐ
こ
と
な
く
見
つ
め
よ
う
と
し
て
い
た
の
は
、

こ
う
し
た
六
道
の
諸
相
、
な
か
ん
ず
く
人
が
畜
生
道
を
生
き
る
ほ
か
な
い
世
界
で
あ
っ
た
。

た
だ
し
、
大
正
四
年
春
の
恋
愛
事
件
が
、
た
だ
ち
に
芥
川
を
《
羅
生
門
》
に
差
し
向
け
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
『
帝
国
文
学
』
二
十
一

巻
十
一
号
に
発
表
さ
れ
る
以
前
の
草
稿
が
、
断
片
的
な
が
ら
残
さ
れ
て
い
る
し
、
発
表
こ
そ
大
正
五
年
八
月
で
あ
っ
た
け
れ
ど
も
、
（
一
一
三
、

七
、
四
）
と
い
う
日
付
に
よ
っ
て
、
執
筆
は
大
正
四
年
七
月
二
十
三
日
と
知
ら
れ
る
《
仙
人
》
は
、
明
ら
か
に
《
羅
生
門
》
前
史
と
い
う

す
る
も
の
で
あ
る
。

《
仙
人
》
を
視
野
に
収
め
な
が
ら
論
述
す
る
手
順
は
、
近
年
の
《
羅
生
門
》
論
の
多
く
が
取
る
と
こ
ろ
で
あ
り
訓
特
に
清
水
康
次
司
羅

生
門
』
へ
の
過
程
ｌ
‐
ｌ
岩
森
亀
一
氏
所
蔵
の
資
料
を
用
い
て
１
Ｊ
（
『
国
語
国
文
』
一
九
八
二
年
九
月
）
は
、
諸
草
稿
を
詳
細
に
分
析
し
て
、

《
羅
生
門
》
へ
の
展
開
の
過
程
を
具
体
的
に
あ
と
づ
け
て
い
る
．
本
稿
は
、
こ
れ
ら
の
資
料
と
視
点
に
多
く
を
負
い
つ
つ
、
な
お
、
《
羅
生

門
》
独
自
の
あ
る
い
は
芥
川
固
有
の
方
法
の
獲
得
と
い
う
と
こ
ろ
に
焦
点
を
合
わ
せ
て
、
《
羅
生
門
》
成
立
の
問
題
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と

《羅生門》への途

べ
き
作
品
で
あ
っ
た
。

《
仙
人
》
を
視
野
に
収
め
な
が
ら
論
述
す
る
手
順
は
、
近
年
（

生
門
』
へ
の
過
程
ｌ
‐
ｌ
岩
森
亀
一
氏
所
蔵
の
資
料
を
用
い
て
１
Ｊ

《
羅
生
門
》
へ
の
展
開
の
過
程
を
具
体
的
に
あ
と
づ
け
て
い
る
．

何
故
生
き
て
ゆ
く
の
は
苦
し
い
か
、
何
故
、
苦
し
く
と
も
生
き
て
行
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
。

こ
れ
が
、
三
月
九
日
付
の
井
川
宛
書
簡
の
一
節
、

僕
は
時
々
や
り
き
れ
な
い
と
思
ふ
事
が
あ
る
。
何
故
こ
ん
な
に
し
て
迄
も
生
存
を
つ
蜜
け
る
必
要
が
あ
る
の
だ
ら
う
と
思
ふ
事
が
あ

る
。

李
小
一
一
と
い
う
し
が
な
い
鼠
芝
居
の
見
世
物
師
が
登
場
す
る
。
そ
の
不
安
定
な
生
業
の
様
が
描
か
れ
る
「
上
」
に
は
、

二

（４）



と
重
な
り
あ
う
こ
と
は
否
定
し
が
た
い
。
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《
仙
人
》
に
つ
い
て
、
従
来
か
ら
の
指
摘
と
合
わ
せ
て
詳
細
な
検
討
を
行
っ
た
滑
水
の
脱
を
整
理
す
れ
ば
、
次
の
通
り
で
あ
る
。
そ
の

執
筆
に
際
し
て
、
ア
ナ
ト
ー
ル
・
フ
ラ
ン
ス
の
《
聖
母
の
軽
業
師
》
、
《
靭
斎
志
異
》
の
〈
鼠
戯
〉
〈
雨
銭
〉
な
ど
の
素
材
が
組
み
合
わ
さ
れ

て
い
る
こ
と
、
改
稿
過
程
に
、
フ
レ
デ
リ
ッ
ク
・
プ
ウ
テ
エ
の
《
橋
の
下
》
が
参
与
し
て
い
る
こ
と
、
し
か
し
、
そ
こ
に
は
「
生
活
苦
に

拘
泥
す
る
心
理
」
と
「
そ
れ
か
ら
の
解
放
」
と
い
う
芥
川
独
自
の
主
題
が
あ
り
、
そ
れ
は
富
の
獲
得
と
い
う
《
仙
人
》
の
結
末
に
よ
っ
て

は
解
決
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
《
羅
生
門
》
に
継
承
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

た
だ
し
、
《
仙
人
》
の
主
題
は
「
生
活
苦
に
拘
泥
す
る
心
理
」
と
「
そ
れ
か
ら
の
解
放
」
と
い
う
と
こ
ろ
に
は
な
い
。
《
仙
人
》
が
《
羅

生
門
》
前
史
で
あ
る
と
し
て
も
、
そ
の
解
釈
に
、
た
と
え
ば
《
羅
生
門
》
を
前
提
に
し
た
り
、
そ
の
主
題
を
参
照
し
た
り
す
る
こ
と
に
は
、

慎
重
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
少
な
く
と
も
、
作
家
に
つ
い
て
知
り
え
た
事
実
を
作
品
の
本
文
に
優
先
さ
せ
る
べ
き
で
は
な
い
。

読
み
落
と
し
て
な
ら
な
い
の
は
、
先
に
引
用
し
た
生
存
苦
を
述
べ
る
一
文
が
、
「
勿
論
、
李
は
一
度
も
さ
う
云
ふ
問
題
を
考
へ
て
見
た
事

が
な
い
」
と
引
き
取
ら
れ
る
部
分
で
、
李
は
、
生
存
苦
と
い
う
課
題
を
担
う
に
足
る
存
在
で
は
な
か
っ
た
こ
と
が
明
記
さ
れ
て
い
る
。
し

李
小
二
は
、
冷
た
い
雨
を
避
け
る
た
め
に
駆
け
こ
ん
だ
廟
の
な
か
で
、
自
分
よ
り
い
っ
そ
う
貧
し
い
と
見
え
る
老
道
士
に
遇
う
。
李
は
、

そ
の
老
道
士
に
同
情
の
視
線
を
注
ぐ
け
れ
ど
も
、
じ
つ
は
彼
は
仙
人
で
あ
っ
て
、
し
か
も
紙
銭
を
金
銀
銭
に
変
え
る
術
を
身
に
つ
け
て
い

た
の
で
あ
る
．
以
上
が
「
中
」
。
続
く
「
下
」
に
は
、
李
が
巨
万
の
富
を
得
た
こ
と
、
仙
人
の
残
し
た
四
句
、

人
生
苦
あ
り
、
以
て
楽
む
ぺ
し
。
人
間
死
す
る
あ
り
、
以
て
生
く
る
を
知
る
。
死
苦
共
に
脱
し
得
て
甚
無
聯
な
り
。
仙
人
は
若
か
ず
、

凡
人
の
死
苦
あ
る
に
。

《羅生門》への途

が
示
さ
れ
、

．
恐
ら
く
、

と
結
ば
れ
る
。

仙
人
は
、
人
間
の
生
活
が
な
つ
か
し
く
な
っ
て
、
わ
ざ
わ
ざ
、
苦
し
い
事
を
、
探
し
て
あ
る
い
て
ゐ
た
の
で
あ
ら
う
。

（５）
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か
も
、
生
存
苦
は
李
の
生
活
苦
の
水
準
に
引
き
下
げ
ら
れ
、
さ
ら
に
、
死
苦
を
脱
し
え
た
仙
人
の
無
柳
と
い
う
皮
肉
な
姿
に
ず
ら
さ
れ
て

い
く
。
つ
ま
り
、
李
の
生
存
苦
は
仙
人
の
無
耶
に
よ
っ
て
相
対
化
さ
れ
、
仙
人
の
死
苦
の
超
越
と
巨
万
の
富
と
は
李
の
生
存
苦
に
よ
っ
て

相
対
化
さ
れ
る
。
こ
う
し
た
貧
富
優
劣
の
転
倒
な
い
し
相
対
化
、
そ
れ
が
《
仙
人
》
の
主
題
で
あ
る
と
い
え
ば
い
え
る
。

「
生
活
（
存
）
苦
に
拘
泥
す
る
心
理
』
と
「
そ
れ
か
ら
の
解
放
」
は
め
芥
川
の
人
生
上
の
課
題
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
が
、
作
品
の
主

題
で
は
な
か
っ
た
。
彼
は
、
み
ず
か
ら
の
課
題
を
作
品
化
す
る
方
法
を
手
に
入
れ
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
、
と
り
あ
え
ず
生
存
苦

を
相
対
化
す
る
と
い
う
方
策
に
よ
っ
て
、
課
題
そ
の
も
の
を
巧
妙
に
す
り
ぬ
け
弥
縫
し
て
し
ま
っ
た
と
お
ぼ
し
い
。
人
間
存
在
の
醜
悪
さ

や
生
活
苦
か
ら
目
を
そ
ら
し
て
し
ま
っ
た
と
す
れ
ば
、
芥
川
に
と
っ
て
、
そ
れ
ら
の
課
題
の
む
し
ろ
重
か
っ
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
で

あ
ろ
う
。
そ
の
よ
う
な
意
味
で
芥
川
は
ま
さ
し
く
《
仙
人
》
の
作
者
で
あ
っ
た
が
、
作
家
と
作
品
の
紐
帯
は
ね
じ
れ
て
い
る
。

《
羅
生
門
》
が
、
今
昔
物
語
集
巻
第
二
十
九
「
羅
城
門
登
上
層
見
死
人
盗
人
語
第
十
八
」
に
素
材
を
得
て
い
る
こ
と
は
周
知
の
こ
と
で

あ
る
。
と
こ
ろ
が
．
小
堀
桂
一
郎
「
芥
川
龍
之
介
の
出
発
Ｉ
塞
門
』
盗
考
１
Ｊ
（
『
批
評
』
十
三
号
一
九
六
八
年
九
月
日
本

文
学
研
究
資
料
叢
書
『
芥
川
龍
之
介
Ｉ
』
に
収
録
）
は
、
今
昔
物
語
集
が
「
些
々
た
る
道
具
立
て
」
に
す
ぎ
ず
、
「
作
品
の
主
題
も
人
物
の

行
動
の
動
機
づ
け
も
そ
こ
か
ら
は
読
み
出
す
こ
と
が
で
き
な
い
」
と
し
て
、
「
内
容
上
の
藍
本
」
は
、
フ
レ
デ
リ
ッ
ク
・
ブ
ウ
テ
エ
の
《
橋

の
下
》
（
森
鴎
外
訳
・
『
三
田
文
学
』
大
正
二
年
十
月
、
『
諸
国
物
語
』
大
正
四
年
一
月
）
で
あ
る
と
指
摘
し
た
。
す
な
わ
ち
、

の
下
》
（
森
鴎
外
訳
・
『
三
田
文

仙
狭
く
限
定
さ
れ
た
舞
台
。

《羅生門》への途

生
の
岐
路
に
立
た
さ
れ
て
い
る
主
人
公
。

無
名
の
主
人
公
と
副
主
人
公
の
出
会
い
。

両
者
の
対
決
。

三

（６）
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⑤
理
論
的
帰
結
が
、
与
え
ら
れ
て
閉
じ
る
円
環
。

の
諸
点
に
、
両
作
の
内
面
的
構
成
の
対
応
が
認
め
ら
れ
、
典
型
的
な
短
編
小
説
の
体
裁
を
そ
な
え
て
い
る
《
橋
の
下
》
に
小
説
作
法
を
学

ん
だ
こ
と
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
消
水
が
《
仙
人
》
の
改
稿
過
程
お
よ
び
《
羅
生
門
》
へ
の
展
開
を
具
体
的
に
あ
と
づ
け

た
結
果
、
い
よ
い
よ
確
実
な
も
の
と
な
っ
た
。

そ
こ
で
、
問
題
は
、
《
橋
の
下
》
に
か
か
わ
っ
て
の
《
羅
生
門
》
の
位
置
で
あ
る
。

小
堀
は
、
両
作
品
の
一
致
を
数
え
上
げ
て
影
響
を
強
調
し
た
う
え
で
、
そ
の
最
も
大
き
な
相
違
点
を
パ
ロ
デ
ィ
と
処
理
し
て
い
る
。
し

か
し
、
そ
れ
は
や
や
性
急
で
は
な
か
っ
た
か
．
《
橋
の
下
》
の
関
与
が
、
ま
ず
《
仙
人
》
に
、
続
い
て
《
羅
生
門
》
に
及
ん
だ
と
い
う
経
緯

も
確
か
め
ら
れ
た
現
在
、
再
検
討
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。

《
橋
の
下
》
と
《
仙
人
》
と
の
構
成
上
の
対
応
は
、
次
の
通
り
明
白
で
あ
る
。

１
甲
（
一
本
腕
／
李
小
二
）
が
、
あ
る
空
間
（
橋
の
下
／
廟
）
に
入
り
、
乙
（
爺
さ
ん
／
老
道
士
）
と
出
遇
う
．

２
甲
は
乙
と
交
渉
を
も
ち
、
自
分
の
方
が
優
者
と
思
う
。

３
乙
が
壁
り
知
れ
ぬ
富
の
所
有
者
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
り
、
立
場
は
逆
転
す
る
。

４
し
か
し
、
乙
の
生
活
は
依
然
と
し
て
不
如
意
で
あ
る
。

小
堀
の
説
く
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
《
橋
の
下
》
の
主
人
公
は
一
本
腕
で
、
爺
さ
ん
は
副
主
人
公
で
あ
る
と
い
う
。
ま
た
、
一
本
腕
は
爺
さ

ん
と
交
渉
す
る
過
程
で
、
乞
食
か
盗
み
か
の
岐
路
に
立
た
さ
れ
る
け
れ
ど
も
、
現
状
を
打
開
す
る
可
能
性
は
つ
い
に
開
か
れ
ず
、
負
け
惜

し
み
に
よ
る
決
着
が
与
え
ら
れ
、
一
方
、
爺
さ
ん
は
高
価
な
青
金
剛
石
を
守
り
、
現
在
と
は
異
な
る
世
界
に
可
能
性
が
残
さ
れ
て
い
る
と

し
か
し
、
私
見
に
よ
れ
ば
、
爺
さ
ん
こ
そ
が
主
人
公
で
あ
る
。
一
本
腕
は
狂
言
ま
わ
し
に
す
ぎ
な
い
。
小
堀
の
解
釈
は
、
爺
さ
ん
が
青

金
剛
石
を
見
せ
る
と
き
の
こ
と
ば
、
「
…
…
己
は
ミ
リ
オ
ネ
エ
ル
だ
。
そ
の
癖
か
つ
ゑ
死
な
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
だ
」
、
「
此
宝
は
持
っ
て

い

う
。

(７）

《羅生門》への途
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ゐ
て
、
か
つ
ゑ
て
死
ぬ
よ
り
外
無
い
の
だ
」
と
、
二
度
く
り
か
え
す
と
こ
ろ
を
無
視
な
い
し
軽
視
し
た
読
み
に
立
脚
し
て
い
る
。
「
か
つ
ゑ
」

が
爺
さ
ん
の
現
状
で
あ
り
、
「
死
」
が
未
来
で
あ
る
。
爺
さ
ん
は
、
い
つ
盗
ん
だ
か
も
忘
れ
た
ほ
ど
の
昔
に
青
金
剛
石
を
手
に
入
れ
な
が
ら
、

今
日
ま
で
窮
状
を
脱
け
出
す
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
と
い
う
よ
り
、
そ
の
宝
石
を
所
有
し
て
い
る
が
ゆ
え
に
、
爺
さ
ん
は
困
窮
に
陥
っ

て
い
る
．
「
な
に
、
己
の
宝
石
を
切
る
の
だ
と
。
そ
ん
な
事
が
出
来
る
も
の
か
。
そ
れ
は
誰
に
も
出
来
ぬ
。
第
一
己
が
不
承
知
だ
．
こ
ん
な

美
し
い
物
を
。
こ
れ
は
己
の
物
だ
。
誰
に
も
指
も
さ
さ
せ
ぬ
。
…
…
」
と
、
宝
石
の
美
し
さ
に
と
ら
わ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
爺
さ
ん
は
、

そ
れ
を
今
日
ま
で
手
放
す
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
し
、
終
生
手
放
す
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
う
で
あ
る
か
ぎ
り
、
爺
さ
ん
は
窮

状
を
脱
け
出
し
え
な
い
。
あ
る
い
は
、
世
界
に
二
つ
と
な
い
青
金
剛
石
を
所
有
し
て
い
る
こ
と
で
、
み
ず
か
ら
の
窮
状
を
甘
受
し
て
い
る
。

そ
う
い
う
爺
さ
ん
に
未
来
の
可
能
性
が
あ
る
と
、
は
た
し
て
い
え
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

し
た
が
っ
て
、
一
本
腕
の
吐
く
「
馬
鹿
爺
い
奴
．
ど
こ
へ
で
も
往
き
や
あ
が
れ
。
い
づ
れ
四
文
も
し
な
い
ガ
ラ
ス
玉
か
何
か
だ
ら
う
。

あ
ん
な
手
品
に
乗
っ
て
気
を
撰
ん
だ
の
は
、
馬
鹿
だ
っ
た
。
」
と
い
う
言
葉
は
、
決
し
て
単
な
る
負
け
惜
し
み
で
は
な
い
。
青
金
剛
石
が
本

物
で
あ
っ
て
も
ｌ
ｌ
も
ち
ろ
ん
本
物
で
な
け
れ
ば
作
品
は
成
り
立
た
な
い
が
ｌ
そ
れ
を
手
放
せ
な
い
以
上
、
ガ
ラ
ス
玉
に
も
等
し
い
こ

と
を
知
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
末
尾
の
一
文
「
（
宝
石
を
隠
し
て
あ
る
爺
さ
ん
の
）
破
れ
た
靴
の
綻
び
か
ら
雪
が
染
み
こ
む
」
は
、
痛
烈
な
皮

肉
と
な
っ
て
い
る
。

こ
う
し
て
、
爺
』

こ
う
し
て
、
爺
さ
ん
も
け
っ
し
て
優
者
で
は
な
か
っ
た
。
一
本
腕
と
爺
さ
ん
の
立
場
は
一
旦
逆
転
し
、
こ
こ
に
ふ
た
た
び
、
相
対
化
さ

２

れ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
優
劣
の
相
対
性
こ
そ
が
、
小
説
の
眼
目
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
《
橋
の
下
》
は
こ
の
よ
う
に
読
む
ぺ
き

で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
芥
川
も
こ
の
よ
う
に
読
ん
だ
で
あ
ろ
う
。
そ
の
こ
と
は
恥
す
で
に
み
た
よ
う
に
《
仙
人
》
の
構
成
に
明
ら
か
で
あ
っ

た
。
そ
の
題
．
に
端
的
に
示
さ
れ
る
よ
う
に
、
主
人
公
は
老
道
士
（
仙
人
）
で
あ
り
、
李
小
二
は
狂
言
ま
わ
し
で
あ
る
。
老
道
士
は
、
紙
銭

を
金
銀
銭
に
変
え
る
術
を
心
得
て
死
苦
を
克
服
し
て
い
な
が
ら
、
正
確
に
い
え
ば
そ
れ
ゆ
え
に
、
人
生
の
無
靭
を
い
か
ん
と
も
し
が
た
く
、

貧
し
く
生
き
て
い
る
。
誰
よ
り
も
多
く
所
有
し
て
い
る
が
ゆ
え
に
誰
よ
り
も
貧
し
い
と
い
う
、
彼
の
皮
肉
な
境
遇
は
、
《
橋
の
下
》
の
爺
さ

（８）

《羅生門》への途
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ん
の
そ
れ
と
完
全
に
符
合
し
て
い
る
で
は
な
い
か
．

ま
た
、
《
橋
の
下
》
の
一
本
腕
も
、
《
仙
人
》
の
李
小
二
も
現
在
の
生
活
は
極
め
て
不
如
意
で
あ
る
。
彼
ら
は
そ
の
こ
と
に
不
満
を
抱
き

つ
つ
も
、
現
状
を
打
開
す
る
意
欲
を
欠
い
て
い
る
。
一
本
腕
は
、
爺
さ
ん
に
盗
み
を
教
唆
さ
れ
る
け
れ
ど
も
、
消
極
的
な
反
応
し
か
示
さ

な
い
。
確
か
に
、
爺
さ
ん
に
宝
石
を
見
せ
ら
れ
た
と
き
、
そ
れ
に
飛
び
つ
こ
う
と
は
し
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
行
動
は
「
無
意
識
」

で
あ
り
、
立
ち
去
ろ
う
と
す
る
爺
さ
ん
を
「
追
い
掛
け
て
組
み
止
め
よ
う
と
し
た
』
け
れ
ど
も
、
「
ふ
と
気
を
換
へ
る
」
。
盗
み
と
い
う
行

為
が
必
ず
し
も
彼
の
未
来
の
可
能
性
を
開
く
も
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
、
爺
さ
ん
の
現
状
が
教
え
て
い
る
か
ら
で
あ
る
．
こ
う
し
て
、

厳
密
に
い
え
ば
、
一
本
腕
が
乞
食
か
盗
賊
か
と
い
う
岐
路
に
立
た
さ
れ
て
い
た
と
は
い
い
が
た
い
。
そ
の
点
は
《
仙
人
》
の
李
小
二
も
同

様
で
、
ｊ
彼
が
富
を
得
た
の
は
俊
幸
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
彼
ら
は
、
何
ら
か
の
諜
題
を
負
わ
さ
れ
た
主
人
公
で
は
な
か
っ
た
。

し
か
し
、
こ
れ
ら
の
問
題
を
単
に
芥
川
の
モ
チ
ィ
ー
フ
の
由
来
す
る
と
こ
ろ
や
材
源
が
何
で
あ
っ
た
か
を
説
明
す
る
と
こ
ろ
に
と
ど
め

て
お
く
べ
き
で
な
い
．
小
堀
が
《
羅
生
門
》
を
《
橋
の
下
》
の
パ
ロ
デ
ィ
と
位
置
づ
け
た
の
は
、
両
者
の
関
係
の
罷
定
に
不
備
を
含
ん
で

い
た
に
し
て
も
、
ま
た
パ
ロ
デ
ィ
と
い
う
語
の
一
般
的
な
用
法
を
逸
脱
し
て
小
る
と
し
て
も
、
従
う
べ
き
と
こ
ろ
が
あ
る
。

《
羅
生
門
》
に
と
っ
て
《
橋
の
下
》
は
い
わ
ば
潜
め
ら
れ
た
引
用
で
あ
る
が
、
引
用
は
、
先
行
作
品
の
世
界
た
と
え
ば
主
題
を
継
承
す

る
だ
け
で
な
く
、
不
可
避
的
に
引
用
さ
れ
た
作
品
を
批
評
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
観
点
に
た
っ
て
、
両
者
の
類
似
と
差
異
が
計
ら
れ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
本
腕
お
よ
び
李
小
二
は
、
自
分
の
現
状
に
漠
然
と
し
た
不
満
を
抱
い
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
の
に
対
し
て
、
《
羅
生
門
》
の
下
人
は
、
は

じ
め
か
ら
餓
死
か
盗
み
か
の
岐
路
に
立
た
さ
れ
て
い
る
。
正
確
に
い
え
ば
、
生
き
る
た
め
に
盗
人
に
な
る
ほ
か
な
い
と
い
う
と
こ
ろ
に
論

理
は
帰
結
し
て
い
な
が
ら
、
行
為
の
前
で
立
ち
す
く
ん
で
い
る
の
で
あ
っ
て
、
み
ず
か
ら
の
課
題
に
対
し
て
極
め
て
自
覚
的
で
あ
る
。
一

本
腕
に
よ
る
行
為
の
放
棄
と
下
人
の
選
び
取
っ
た
行
為
と
の
差
異
は
大
き
い
。
《
羅
生
門
》
に
至
っ
て
、
副
主
人
公
は
主
人
公
に
と
っ
て
代

わ
る
と
い
う
転
換
が
な
さ
れ
た
。
意
志
し
行
動
す
る
「
勇
気
』
を
獲
得
し
て
ゆ
く
新
し
い
人
間
の
出
現
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
、
芥
川
が

（９）
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価
値
の
賑
倒
に
自
足
す
る
こ
と
な
く
、
優
劣
の
相
対
性
と
い
う
認
職
の
世
界
に
安
住
し
な
か
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
で
あ
ろ
う
。
い
わ
ば

プ
ウ
テ
エ
ヘ
の
批
評
で
あ
っ
た
。

《
羅
生
門
》
は
、
今
昔
物
語
集
の
一
説
話
を
素
材
と
し
て
い
る
け
れ
ど
も
、
主
題
や
小
説
の
方
法
が
そ
こ
か
ら
直
接
学
ば
れ
た
の
で
な

か
っ
た
こ
と
は
、
小
堀
の
強
調
す
る
通
り
で
あ
ろ
う
。
か
と
い
っ
て
、
《
橋
の
下
》
も
《
羅
生
門
》
の
す
べ
て
を
解
く
鍵
と
は
い
え
な
い
。

い
わ
ゆ
る
パ
ロ
デ
ィ
性
そ
の
も
の
を
説
明
し
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
問
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
は
、
芥
川
が
身
に
つ
け
た
短

編
小
説
の
方
法
一
般
で
は
な
く
ｌ
読
書
家
で
あ
っ
た
芥
川
に
短
編
小
磯
の
方
法
な
ら
い
く
ら
で
も
学
義
会
は
あ
っ
た
ｌ
い
わ
ゆ

る
パ
ロ
デ
ィ
の
内
実
、
換
言
す
れ
ば
《
羅
生
門
》
独
自
の
な
い
し
芥
川
固
有
の
方
法
で
あ
る
。
す
く
な
く
と
も
、
《
羅
生
門
》
に
《
橋
の
下
》

を
批
判
的
に
引
用
し
た
と
す
れ
ば
、
ま
ず
は
、
そ
の
批
評
の
契
機
と
な
っ
た
も
の
ｌ
ｌ
批
評
の
拠
り
所
は
、
最
終
的
に
は
芥
川
の
内
部
に

求
め
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
し
て
も
ｌ
‐
ｌ
が
問
題
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
小
堀
に
よ
っ
て
「
些
々
た
る
道
具
立
て
」
に
す
ぎ
な
い
と
し
て
退
け
ら
れ
た
今
昔
物
語
集
が
、
改
め
て
呼
び
出
さ
れ
る
こ
と

に
な
る
。
そ
れ
は
、
《
羅
生
門
》
の
ほ
か
に
も
い
く
つ
か
の
小
脱
に
素
材
を
提
供
し
、
後
年
会
『
昔
物
語
鑑
賞
》
に
そ
の
「
野
生
の
美
」
が

賞
揚
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
作
品
で
あ
る
。
大
正
三
、
四
年
の
芥
川
の
め
ざ
し
た
も
の
が
、
「
ラ
ッ
プ
で
も
力
の
あ
る
』
「
生
活
力
の
溢
れ
て

ゐ
る
芸
術
」
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
今
昔
物
語
集
が
単
な
る
素
材
に
と
ど
ま
っ
て
、
そ
の
野
性
美
と
無
縁
で
あ
っ
た
と
み
る
の
は
不
自
然

３

で
あ
ろ
う
。
《
橋
の
下
》
に
も
《
仙
人
》
に
も
欠
け
て
い
た
意
志
と
行
為
こ
そ
、
今
昔
物
語
集
の
盗
人
の
も
の
で
あ
っ
た
。
今
昔
物
語
集
に

材
を
求
め
た
こ
と
自
体
に
意
味
が
あ
り
、
今
昔
物
語
集
と
の
出
会
い
な
し
に
《
羅
生
門
》
は
生
ま
れ
な
か
っ
た
。

し
か
し
な
が
ら
、
今
昔
物
語
集
と
《
羅
生
門
》
の
関
係
は
屈
折
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
作
品
の
な
か
の
羅
城
門
の
機
能
、
す
な
わ
ち
下

人
の
た
た
ず
む
位
置
と
そ
の
進
む
方
向
の
相
違
に
集
中
し
て
い
る
。

四

(１０）
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《
羅
生
門
》
に
は
、
冒
頭
部
分
の
幾
段
階
か
の
草
稿
が
残
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
ら
に
つ
い
て
は
、
清
水
論
文
に
行
き
届
い
た
分
析
が
な

さ
れ
て
い
る
。
い
ま
は
問
題
を
今
昔
物
語
集
と
の
関
係
に
限
定
す
れ
ば
、
そ
の
定
稿
へ
の
過
程
は
、
今
昔
物
語
集
か
ら
の
離
脱
で
あ
っ
た

と
み
な
さ
れ
る
。

４

原
稿
用
紙
に
書
か
れ
た
草
稿
の
う
ち
に
、
次
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
。

①
交
野
平
六
は
京
都
へ
つ
く
前
の
日
に
と
う
と
う
路
用
が
尽
き
て
し
ま
っ
た

②
交
野
平
六
は
愈
々
盗
人
に
な
る
よ
り
外
は
な
い
と
考
へ
た
身
の
ま
は
り
の
物
は
着
て
ゐ
る
洗
ひ
ざ
ら
し
の
紺
の
襖
と

柄
糸
の
ほ
つ
れ
た
太
刀
が
一
振
あ
る
ば
か
り
使
ひ
残
し
た
路
用
の
金
は
牛
の
皮
の
足
袋
や
申
の
時
ば
か
り
の
汗
杉
と
一
し
よ
に

昨
夜
泊
っ
た
旅
龍
で
宿
賃
に
と
ら
れ
て
し
ま
っ
た
か
う
な
っ
て
は
も
う
日
枝
し
に
吹
曝
さ
れ
て
朱
雀
大
路
の
行
倒

れ
に
な
る
か
そ
の
頃
名
の
知
ら
れ
た
袴
垂
大
殿
小
殿
な
ど
坐
云
ふ
盗
人
の
仲
間
に
は
ひ
る
か
す
る
よ
り
仕
方
が
な
い
／

し
か
し
そ
れ
は
平
六
に
と
っ
て
ど
っ
ち
に
し
て
も
楽
な
事
で
は
な
か
っ
た
死
ぬ
の
は
勿
論

③
交
野
平
六
は
京
都
へ
蒲
く
前
の
日
に
と
う
と
う
路
用
を
一
文
も
の
こ
さ
ず
に

④
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
都
へ
上
っ
て
来
た
の
で
あ
る

こ
れ
ら
と
は
別
に
、
ア
ラ
ビ
ア
数
字
で
１
〜
ｕ
と
番
号
の
打
た
れ
た
大
学
ノ
ー
ト
に
書
か
れ
た
草
稿
が
残
さ
れ
て
い
る
。

⑤
交
野
の
平
六
は
羅
生
門
の
石
段
に
腰
を
か
け
て
雨
の
晴
れ
る
の
を
待
っ
て
ゐ
た
…
…

⑥
交
野
平
六
は
羅
生
門
の
下
へ
来
て
は
じ
め
て
ず
ぶ
ぬ
れ
に
な
っ
た
紺
の
襖
を
袖
を
し
ぼ
っ
た
…
…

⑦
交
野
の
平
六
は
羅
生
門
の
下
へ
来
て
は
じ
め
て
ず
ぶ
ぬ
れ
に
な
っ
た
襖
の
袖
を
し
ぼ
っ
た
…
…

⑧
或
日
の
暮
方
の
事
で
あ
る
羅
生
門
の
下
で
一
人
の
男
が
石
段
に
腰
を
か
け
な
が
ら
雨
や
み
を
ま
て
ゐ
た
…
…

⑨
交
野
の
平
六
は
羅
生
門
の
下
で
雨
や
み
を
ま
っ
て
い
た
…
…

(１１）
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今
は
昔
、
摂
津
の
国
辺
よ
り
盗
せ
む
が
為
に
京
に
上
け
る
男
の
、
日
の
末
だ
幕
ざ
り
け
れ
ば
、
羅
城
門
の
下
に
隅
れ
て
立
て
り
け
る

に
、
朱
雀
の
方
に
人
重
り
行
け
れ
ば
、
人
の
静
ま
る
ま
で
と
思
て
門
の
下
に
待
立
て
け
る
に
（
校
注
国
文
叢
脅
）

定
稿
で
は
「
主
人
か
ら
は
、
四
五
日
前
に
暇
を
出
さ
れ
た
」
下
人
に
落
ち
着
い
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
こ
と
は
、
下
人
の
た
た
ず
む
羅

城
門
の
性
格
と
機
能
を
大
き
く
変
え
る
も
の
で
あ
っ
た
。

以
下
は
、
平
岡
敏
夫
「
「
羅
生
門
」
の
異
空
間
」
（
『
日
本
の
文
学
』
１
一
九
八
七
年
四
月
）
の
指
摘
に
い
く
ば
く
か
を
付
け
加
え
な
が

⑩
或
日
の
暮
方
の
事
で
あ
る
一
人
の
侍
が
羅
生
門
の
下
で
雨
や
み
を
ま
っ
て
ゐ
た
…
…

⑪
或
日
の
暮
に
近
い
秋
の
事
で
あ
る
羅
生
門
の
下
で
一
人
の
男
が
石
段
へ
腰
を
か
け
て
雨
や
み
を
待
っ
て
ゐ
た
…
…

⑫
或
日
の
暮
に
近
い
秋
の
都
で
あ
る
羅
生
門
の
下
で
一
人
の
男
が
石
段
へ
腰
を
か
け
て
雨
や
み
を
待
っ
て
ゐ
た
…
…

⑬
交
野
の
平
六
は
羅
生
門
の
石
段
に
腰
を
か
け
て
雨
の
晴
れ
る
の
を
待
っ
て
ゐ
た
…
：
．

⑭
あ
る
秋
の
日
暮
の
都
で
あ
る
一
人
の
侍
が
羅
生
門
の
下
で
雨
や
み
を
待
っ
て
ゐ
た
．
：
…

⑮
或
日
暮
方
の
都
で
あ
る
一
人
の
侍
か
羅
生
門
の
下
で
雨
や
み
を
待
っ
て
ゐ
た
…
…

⑤
〜
⑮
は
、
打
た
れ
た
ペ
ー
ジ
の
順
に
書
か
れ
た
と
見
な
す
の
が
自
然
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
、
定
稿
に
最
も
近
い
の
が
⑩
で
あ
っ
て
、

書
き
改
め
ら
れ
て
い
く
下
書
き
が
次
第
に
定
稿
に
近
づ
く
と
い
う
単
純
な
関
係
で
は
な
い
。
種
々
の
下
書
き
の
な
か
か
ら
一
つ
が
選
び
取

ら
れ
て
定
稿
化
さ
れ
て
い
っ
た
と
い
う
事
情
が
う
か
が
え
る
。
し
か
し
、
⑤
〜
⑮
の
推
移
に
も
一
定
の
方
向
が
認
め
ら
れ
る
。
そ
れ
は
、

主
人
公
が
交
野
平
六
と
い
う
固
有
名
詞
を
も
っ
て
い
た
段
階
か
ら
、
単
に
男
あ
る
い
は
侍
と
設
定
さ
れ
て
い
く
方
向
で
あ
る
。
①
〜
④
は
、

５

主
人
公
が
交
野
平
六
（
五
郎
）
と
い
う
名
を
与
え
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
、
初
期
の
も
の
と
み
ら
れ
歌
。
そ
し
て
、
ま
だ
舞
台
と
な
る

羅
城
門
に
辿
り
蒲
い
て
い
な
い
と
こ
ろ
か
ら
み
て
、
⑤
〜
⑮
よ
り
は
前
の
段
階
の
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
て
、
最
初
期
に
は
、
主
人
公

は
田
舎
か
ら
都
に
上
っ
て
来
た
男
と
設
定
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
、
そ
れ
は
、
今
昔
物
語
集
の
次
の
よ
う
な
設
定
を
基
本
的
に
は
踏

襲
し
て
い
た
。

(12）
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６

ら
、
繰
り
返
す
こ
と
に
な
る
。
羅
城
門
は
都
の
南
の
正
門
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
都
の
内
と
外
と
の
境
界
で
あ
り
、
そ
の
一
一
つ
の
世
界
を
遮

断
し
あ
る
い
は
つ
な
ぐ
通
路
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
上
京
す
る
主
人
公
は
羅
城
門
を
通
路
と
し
て
都
に
入
る
こ
と
に
な
る
。
今
昔
物

語
集
に
あ
っ
て
、
境
界
と
し
て
の
ま
た
都
へ
の
入
口
と
し
て
の
性
格
は
鮮
明
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
門
の
下
に
た
た
ず
む
男
の
眼
に
は
「
朱

雀
の
方
に
人
重
り
行
く
』
ｌ
正
し
く
は
『
重
（
Ⅱ
ま
く
』
ｌ
様
が
映
っ
た
．
そ
こ
に
は
都
の
に
ぎ
わ
い
が
贈
ら
れ
て
い
る
の
だ
鱒

そ
れ
は
明
る
い
今
は
盗
み
を
働
く
に
は
不
都
合
で
あ
っ
て
も
、
盗
む
物
の
豊
か
な
所
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
都
と
、

生
活
が
た
ち
ゆ
か
な
い
ば
か
り
で
な
く
、
盗
賊
の
生
業
す
ら
成
り
立
た
な
い
ら
し
い
摂
津
の
国
と
の
、
つ
ま
り
股
賑
を
極
め
る
都
と
疲
弊

し
た
地
方
と
の
対
照
が
構
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

《
羅
生
門
》
の
最
初
期
稿
（
原
稿
用
紙
）
の
段
階
で
は
、
こ
の
今
昔
物
語
集
を
承
け
て
、
主
人
公
は
羅
城
門
を
く
ぐ
っ
て
都
に
入
る
男

と
し
て
、
換
言
す
れ
ば
、
新
し
く
悪
行
の
世
界
に
足
を
踏
み
入
れ
よ
う
と
し
て
選
巡
す
る
者
と
し
て
設
定
さ
れ
て
い
た
。
そ
れ
に
対
し
て
、

定
稿
《
羅
生
門
》
の
下
人
は
、
行
き
場
を
失
っ
て
都
の
涯
の
羅
城
門
ま
で
追
い
つ
め
ら
れ
た
存
在
で
あ
っ
た
．
そ
れ
は
、
都
の
入
口
か
ら

都
の
出
口
へ
と
、
門
の
機
能
が
大
き
く
転
換
し
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
下
人
に
対
し
て
羅
城
門
は
堅
く
閉
ざ
さ
れ
て
い
る
。

と
い
う
意
味
は
、
下
人
に
と
っ
て
門
の
外
は
想
像
の
外
で
あ
り
、
門
は
新
し
い
世
界
へ
の
出
口
と
し
て
は
ま
っ
た
く
意
職
さ
れ
て
い
な
い
、

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
彼
は
、
羅
城
門
の
上
に
放
置
さ
れ
た
死
骸
同
様
、
洛
中
の
矛
盾
と
荒
廃
を
負
わ
さ
れ
て
都
の
南
端
ま
で
放
遂
さ
れ
、

そ
こ
か
ら
力
と
若
さ
を
侍
ん
で
ふ
た
た
び
都
に
回
帰
し
て
い
く
わ
け
で
あ
る
。
下
人
が
老
婆
の
着
物
を
剥
ぎ
取
っ
て
、
「
ま
た
．
シ
く
間
に
急

な
梯
子
を
夜
の
底
へ
か
け
下
り
た
』
と
い
う
叙
述
、
お
よ
び
『
帝
国
文
学
』
初
出
時
の
結
末
、

下
人
は
、
既
に
、
雨
を
冒
し
て
、
京
の
町
へ
強
盗
を
働
き
に
急
ぎ
つ
・
坐
あ
っ
た
。

は
、
彼
の
改
め
て
帰
属
す
る
こ
と
に
な
っ
た
世
界
を
、
ま
た
彼
が
現
実
と
新
し
く
結
び
直
し
た
関
係
を
明
示
し
て
い
る
。
短
編
集
『
羅
生

門
』
の
「
急
い
で
ゐ
た
」
を
経
て
、
短
編
集
爵
ご
に
定
着
す
る
、

下
人
の
行
方
は
、
誰
も
知
ら
な
い
。

(13）
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の
成
稿
過
程
で
，
門
の
機
能
に
変
質
が
生
じ
、
下
人
の
進
む
方
向
に
転
換
が
な
さ
れ
た
．
そ
れ
を
う
な
が
し
た
も
の
は
何

207

羅
城
門
で
途
方
に
暮
れ
て
い
る
下
人
を
描
き
始
め
る
前
に
、
芥
川
は
、
門
の
前
に
た
た
ず
む
一
人
の
男
の
姿
に
、
眼
を
と
め
た
こ
と
が

あ
る
は
ず
で
あ
る
．
宮
坂
壁
。
羅
生
門
」
論
１
１
異
領
野
へ
の
出
発
ｑ
「
門
」
（
夏
目
激
石
）
を
視
野
に
入
れ
Ｉ
Ｉ
Ｊ
（
『
作
品
論
芥
川

龍
之
介
』
が
、
注
意
を
向
け
て
い
る
通
り
、
夏
目
激
石
の
《
門
》
（
『
東
京
朝
日
新
聞
』
明
治
四
十
三
年
三
‐
Ｉ
上
ハ
月
）
で
あ
る
。

自
分
は
門
を
開
け
て
賞
ひ
に
来
た
。
け
れ
ど
も
門
番
は
扉
の
内
側
に
ゐ
て
、
敵
い
て
も
遂
に
顔
さ
え
出
し
て
呉
れ
な
か
っ
た
。
た
だ
、

「
破
い
て
も
駄
目
だ
。
独
り
で
開
け
て
入
れ
」
と
云
ふ
声
が
聞
え
た
丈
で
あ
っ
た
。
〔
中
略
〕
彼
自
身
は
長
く
門
州
個
伶
刺
劃
ぺ
き
運

命
を
も
っ
て
生
れ
て
来
た
も
の
ら
し
か
っ
た
。
夫
は
是
非
も
な
か
っ
た
。
け
れ
ど
も
、
何
う
せ
通
れ
な
い
門
な
ら
、
わ
ざ
ノ
、
其
所

傍
目
に
は
平
穏
に
暮
ら
し
て
い
る
宗
助
夫
婦
に
は
、
あ
る
暗
い
過
去
が
あ
っ
た
。
二
人
の
周
囲
に
影
が
忍
び
寄
る
。
そ
の
影
に
お
び
え

生
の
不
安
に
さ
い
な
ま
れ
る
宗
助
は
、
鎌
倉
の
寺
に
参
禅
し
て
、
つ
ま
り
解
脱
へ
の
門
を
通
ろ
う
と
し
て
、
何
ら
得
る
と
こ
ろ
な
く
東
京

へ
帰
っ
て
行
く
の
で
あ
る
。
近
代
の
知
識
人
と
平
安
朝
の
下
人
の
た
た
ず
ん
で
い
る
そ
れ
ぞ
れ
の
門
は
、
も
ち
ろ
ん
同
じ
で
は
な
い
。
し

か
し
、
「
門
」
「
勇
気
」
「
日
の
暮
」
と
い
う
語
を
共
有
し
て
い
る
の
は
、
《
羅
生
門
》
に
あ
っ
て
そ
れ
ら
が
鍵
語
と
認
定
し
う
る
だ
け
に
、

は
た
し
て
偶
然
で
あ
ろ
う
か
。

に
あ
っ
て
も
、
こ
の
問
題
に
関
す
る
か
ぎ
り
基
本
的
に
変
わ
ら
な
い
．

《
羅
生
門
》

で
あ
っ
た
か
。

迄
辿
り
付
く
の
が
矛
盾
で
あ
っ
た
。
彼
は
後
を
顧
み
た
。
さ
う
し
て
到
底
又

を
眺
め
た
。
前
に
は
堅
固
な
扉
が
何
時
迄
も
展
望
を
遮
っ
て
ゐ
た
。
彼
は
門
を
通
る
人
で
は
な
か
っ
た
．
又
門
を
通
ら
な
い
で
済
む

人
で
も
な
か
っ
た
．
要
す
る
に
、
彼
は
門
の
下
に

《羅生門》への途

五

べ
き
不
幸
な
人
で
あ
っ
た
。

有
た
な
か
っ
た
。
彼
は
前

元
の
調
路
へ
副
ヨ
ヨ
哩
謝
当
男
旬
翻
乞

(１４）
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激
石
は
芥
川
が
終
生
先
生
と
呼
ん
だ
先
達
で
あ
り
、
し
か
も
、
右
は
《
門
》
の
《
門
》
た
る
こ
と
が
明
か
さ
れ
る
部
分
で
あ
っ
て
、
こ

の
作
品
に
肯
定
的
で
あ
れ
否
定
的
で
あ
れ
、
読
者
に
最
も
強
い
印
象
を
残
す
は
ず
の
場
面
で
あ
ろ
う
．
《
羅
生
門
》
は
《
門
》
の
右
の
部
分

を
意
識
し
て
書
か
れ
た
と
考
え
て
よ
い
の
で
は
な
い
か
。
と
す
れ
ば
、
そ
こ
に
ど
の
よ
う
な
意
味
が
あ
る
か
。

こ
の
場
合
も
、
《
羅
生
門
》
に
お
け
る
《
門
》
は
潜
め
ら
れ
た
引
用
と
み
る
観
点
に
た
つ
こ
と
に
す
る
。
《
門
》
に
お
け
る
主
人
公
は
、

先
に
掲
げ
た
部
分
に
典
型
的
に
示
さ
れ
て
い
る
が
、
常
に
と
い
っ
て
よ
い
ほ
ど
困
難
な
事
態
を
座
視
す
る
。
過
去
に
御
米
と
犯
し
た
不
徳

義
を
引
き
ず
っ
て
い
る
た
め
に
、
現
実
の
生
活
で
は
あ
ら
ゆ
る
不
如
意
を
甘
受
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
門
の
向
こ
う
側
に

あ
る
は
ず
の
解
脱
を
求
め
て
か
な
わ
ず
，
か
と
い
っ
て
現
実
と
格
闘
す
る
「
勇
気
」
も
も
た
ず
、
な
す
と
こ
ろ
な
く
「
門
」
の
前
に
立
ち

す
く
む
ば
か
り
で
あ
る
．
一
方
、
《
羅
生
門
》
の
下
人
に
と
っ
て
門
の
向
こ
う
側
は
想
像
の
外
で
あ
る
。
羅
城
門
は
開
け
て
通
る
ぺ
き
門
で

は
な
い
。
潜
め
ら
れ
た
《
門
》
の
引
用
が
《
門
》
へ
の
批
評
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
芥
川
は
門
の
向
こ
う
側
の
世
界
を
拒
否
し
た
と
い
う
こ

と
で
あ
る
．
『
周
囲
と
自
己
と
の
醜
さ
を
見
よ
と
命
ず
る
」
声
に
従
っ
て
、
こ
ち
ら
側
に
踏
み
止
ま
ろ
う
と
い
う
の
で
あ
る
。
羅
城
門
は
、

下
人
に
と
っ
て
彼
が
生
き
る
べ
き
現
実
世
界
の
涯
で
あ
っ
て
、
し
た
が
っ
て
、
主
人
公
に
与
え
ら
れ
た
課
題
は
、
生
き
る
た
め
に
「
手
段

を
」
「
選
ば
な
い
と
す
れ
ば
』
「
盗
人
に
な
る
よ
り
外
に
仕
方
が
な
い
と
云
ふ
事
を
、
菰
極
的
に
肯
定
す
る
丈
の
勇
気
を
」
、
つ
ま
り
「
元
の

路
へ
引
き
返
す
勇
気
」
を
い
か
に
手
に
入
れ
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
主
人
公
が
門
の
下
に
立
ち
す
く
ん
だ
ま
ま
で
あ
る
か
、
門
の

前
か
ら
引
き
返
す
か
、
そ
れ
と
も
門
を
通
る
か
の
違
い
は
大
き
い
。
そ
の
こ
と
は
、
「
人
間
ら
し
い
暮
し
」
を
求
め
て
洛
陽
の
西
の
門
を
潜

７

る
《
杜
子
春
》
の
結
末
を
視
野
に
入
れ
る
と
い
っ
そ
う
明
確
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

こ
こ
で
、
芥
川
が
《
羅
生
門
》
の
下
人
の
頬
に
面
飽
を
点
じ
て
そ
の
若
さ
を
強
調
し
て
い
た
こ
と
に
、
改
め
て
注
意
を
向
け
て
お
い
て

も
よ
い
。
そ
れ
は
、
早
く
も
た
そ
が
れ
始
め
た
《
門
》
の
宗
助
の
人
生
と
の
対
照
を
意
図
し
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
か
。

《
羅
生
門
》
が
《
門
》
を
批
評
的
に
ふ
ま
え
て
書
か
れ
て
い
る
と
認
定
す
る
に
足
る
根
拠
を
、
両
者
の
類
似
や
字
句
を
共
有
す
る
こ
と

以
外
に
挙
げ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
た
だ
、
瀬
石
を
高
く
仰
ぎ
文
学
に
志
す
二
人
の
青
年
が
、
《
門
》
に
対
し
て
は
、
そ
の
完
結
直
後
に
期

(15）
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８

せ
ず
し
て
否
定
的
な
見
解
を
表
明
し
て
い
る
こ
と
は
参
照
さ
れ
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
。

如
何
に
甘
く
か
け
て
ゐ
て
も
激
石
氏
の
「
門
」
の
や
う
な
じ
め
ノ
ー
し
た
、
生
気
を
消
し
て
ゆ
く
や
う
な
芸
術
を
自
分
は
愛
す
る
こ

と
は
出
来
な
い
。
自
分
は
一
日
も
早
く
強
き
創
刻
を
持
つ
天
才
が
出
て
来
て
、
灰
色
の
人
生
を
心
地
よ
く
蝋
創
引
や
う
な
極
彩
色
で

彩
っ
て
も
ら
ひ
た
い
も
の
だ
。
到
馴
雨
に
あ
き
た
。
則
淵
が
恋
し
い
。
意
気
地
の
な
い
人
間
に
飽
き
た
。
強
大
な
る
生
々
し
た
人
間

が
恋
し
い
。
（
武
者
小
路
実
篤
《
五
月
雨
》
『
東
京
朝
日
新
聞
』
明
治
四
三
年
七
月
一
八
日
）

人
生
の
落
ち
付
き
場
所
は
此
の
恋
で
あ
る
．
〔
中
略
〕
我
々
も
な
ろ
う
事
な
ら
宗
助
の
や
う
な
恋
に
依
っ
て
、
落
ち
付
き
の
あ
る
一
生

を
送
り
た
い
と
思
ふ
．
け
れ
ど
も
其
れ
は
割
印
刷
葡
弔
伺
刷
型
。
ｕ
は
到
底
空
想
に
す
ぎ
な
い
で
あ
ら
う
。
〔
中
略
〕
宗
助
が
鎌
倉
に
参

禅
に
行
く
所
は
、
如
何
に
見
て
も
突
飛
で
あ
ら
う
と
考
へ
る
．
（
谷
崎
潤
一
郎
《
『
門
』
を
評
す
》
『
新
思
潮
』
明
治
四
三
年
九
月
）

９

中
学
校
か
ら
高
等
学
校
へ
進
学
す
る
明
治
四
十
一
一
一
年
と
い
う
時
点
は
と
も
か
く
と
し
て
、
「
生
活
力
の
溢
れ
て
ゐ
る
芸
術
」
に
眼
を
開
か

れ
た
と
い
う
大
正
三
、
四
年
の
芥
川
な
ら
十
分
右
に
共
感
し
た
に
ち
が
い
な
い
。
《
羅
生
門
》
が
、
あ
た
か
も
武
者
小
路
の
呼
び
か
け
に
応

。

え
た
も
の
の
よ
う
に
み
え
る
の
は
、
偶
然
で
あ
ろ
う
鯛
。
ま
た
、
芥
川
は
の
ち
に
、

我
々
は
大
抵
、
武
者
小
路
氏
が
文
塊
の
天
窓
を
開
刷
鯛
司
可
爽
な
空
気
を
入
れ
た
事
を
樹
例
に
感
じ
て
ゐ
る
も
の
だ
っ
た
。
恐
ら

く
こ
の
愉
倒
は
、
氏
の
瞳
に
接
し
て
来
た
我
々
以
後
の
時
代
の
青
年
の
み
が
、
特
に
痛
感
し
た
心
も
ち
だ
ら
う
．
〔
中
略
〕
久
し
く
自

然
主
穣
の
浪
泥
に
ま
み
れ
て
、
本
来
の
面
目
を
失
し
て
ゐ
た
人
道
が
、
あ
の
エ
マ
ヲ
の
ク
リ
ス
ト
の
如
く
『
剛
閃
割
て
頚
に
及
」
ん

だ
文
塊
に
再
姿
を
現
し
た
時
、
如
何
に
我
々
は
氏
と
共
に
「
わ
れ
ら
が
心
剰
ｕ
〕
事
を
感
じ
た
ら
う
。
（
《
あ
の
頃
の
自
分
の
事
》
）

と
も
番
い
て
い
る
。
芥
川
が
武
者
小
路
の
《
五
月
雨
》
を
読
ん
だ
か
ど
う
か
、
そ
し
て
そ
れ
を
《
羅
生
門
》
執
筆
時
ま
で
記
憶
し
て
い
た

か
ど
う
か
は
わ
か
ら
な
い
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
武
者
小
路
の
登
場
し
た
と
き
の
鮮
や
か
な
印
象
は
、
「
日
暮
れ
」
「
雨
」
に
対
す
る
「
意

志
」
「
行
動
」
「
燃
焼
」
「
開
放
」
「
愉
快
」
な
ど
の
語
と
結
ん
で
残
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
《
羅
生
門
》
と
《
五
月
雨
》
と
の
呼
応
は
や
は
り

偶
然
で
は
な
か
っ
た
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
う
し
て
、
後
年
の
述
懐
「
愉
快
な
小
脱
が
書
き
た
か
っ
た
」
と
い
う
、
そ
の
「
愉

(16）
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快
」
の
内
実
に
つ
い
て
、
こ
の
こ
と
は
い
さ
さ
か
の
発
言
力
を
も
つ
で
あ
ろ
う
。

た
だ
、
こ
こ
で
注
意
を
向
け
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
下
人
が
「
天
窓
を
開
け
放
っ
て
、
爽
な
空
気
を
入
れ
た
」
り
、
「
日

光
』
を
導
き
入
れ
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
．
彼
が
駆
け
下
り
た
の
は
『
夜
の
底
」
で
あ
っ
た
．
羅
城
門
の
外
に
は
依

然
と
し
て
雨
が
降
り
し
き
り
、
行
く
手
に
は
「
黒
洞
々
た
る
闇
」
が
広
が
っ
て
い
る
。
平
岡
敏
夫
『
芥
川
龍
之
介
好
情
の
美
学
』
「
日
暮

れ
か
ら
始
ま
る
物
語
ｌ
『
蜜
柑
』
・
『
杜
子
春
』
を
中
心
に
１
Ｊ
が
注
目
し
た
よ
う
に
物
鰭
が
日
暮
れ
か
ら
始
ま
る
旗
ら
ば
確

実
に
「
〈
夜
〉
に
向
か
う
」
で
あ
ろ
う
．
平
岡
は
、
芥
川
の
小
説
が
し
ば
し
ば
〈
薄
暮
〉
か
ら
始
め
ら
れ
る
こ
と
に
注
目
し
、
そ
こ
に
作
家

の
「
絶
望
の
声
」
や
「
痛
ま
し
い
努
力
』
を
み
よ
う
と
し
て
い
る
。
す
る
と
、
下
人
が
羅
城
門
で
得
た
「
勇
気
」
と
は
、
や
は
り
「
絶
望

的
な
勇
気
」
（
《
愉
盗
》
）
で
あ
っ
た
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
．

《
羅
生
門
》
に
は
、
直
接
の
素
材
と
な
っ
た
今
昔
物
語
集
の
ほ
か
に
、
《
橋
の
下
》
と
《
門
》
が
引
用
さ
れ
て
い
た
。
た
だ
し
、
そ
れ
ら

の
被
引
用
作
品
は
、
《
羅
生
門
》
を
組
み
立
て
る
単
な
る
構
成
要
素
で
は
な
い
。
今
昔
物
語
集
を
含
め
て
、
そ
れ
ら
に
は
何
ら
か
の
変
形
が

施
さ
れ
て
い
る
．
変
形
し
て
引
用
し
、
そ
れ
ら
を
重
ね
合
わ
せ
な
が
ら
ず
れ
を
作
り
出
す
、
そ
し
て
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
も
と
の
作
品
を

批
評
す
る
、
そ
こ
に
新
し
く
で
き
あ
が
っ
た
の
が
《
羅
生
門
》
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
て
、
《
仙
人
》
と
《
羅
生
門
》
と
の
間
に
は
明
瞭
な
飛

躍
が
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
《
橋
の
下
》
を
下
敷
き
に
し
て
東
西
の
諸
作
品
を
組
み
合
わ
せ
る
だ
け
の
方
法
と
、
諸
作
品
を
批
評
的
に
引
用
し

な
が
ら
重
ね
合
わ
せ
る
と
い
う
方
法
と
の
違
い
で
あ
る
。
こ
う
し
た
方
法
の
狸
得
が
、
芥
川
の
抱
え
込
ん
で
い
た
課
題
を
形
象
化
し
、
《
羅

生
門
》
を
成
立
さ
せ
る
不
可
欠
の
条
件
で
あ
っ
た
．
あ
る
い
は
、
《
羅
生
門
》
成
稿
の
過
程
で
、
芥
川
は
引
用
が
批
評
に
ほ
か
な
ら
な
い
こ

と
を
発
見
し
、
み
ず
か
ら
の
方
法
を
手
に
入
れ
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
芥
川
が
《
橋
の
下
》
や
《
門
》
を
批
評
的
に
引
用
し
つ
つ
、
下
人
の
行
動
に
自
己
の
願
望
や
思
念
を
託
し
た
と
し
て
、
単
に

｛
ハ

(17）
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そ
れ
に
よ
っ
て
《
羅
生
門
》
が
成
立
し
た
の
で
は
な
か
っ
た
。
小
説
の
主
人
公
と
作
家
と
が
寸
分
違
わ
ず
重
な
る
は
ず
は
な
い
し
、
重
ね

て
よ
い
は
ず
も
な
い
。
こ
こ
に
、
作
家
の
選
び
取
っ
た
文
体
の
問
題
が
考
慮
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
．

《
羅
生
門
》
の
な
か
に
は
「
作
者
」
が
設
定
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
『
作
者
」
は
も
ち
ろ
ん
作
家
芥
川
で
は
な
く
、
作
品
内
に
あ
っ
て
物

ｊ

語
世
界
を
統
括
し
、
物
語
世
界
と
読
者
を
媒
介
す
る
語
り
雫
で
あ
可
《
羅
生
門
》
の
語
り
手
の
位
置
と
機
能
は
複
雑
な
部
類
に
属
す
る
．

た
と
え
ば
、
一
一
度
に
わ
た
っ
て
「
旧
記
」
（
一
つ
は
方
丈
記
、
一
つ
は
今
昔
物
語
集
一
一
七
週
で
、
作
品
の
直
接
の
素
材
と
な
っ
た
今
昔
物
語

集
二
九
岨
で
は
な
い
こ
と
も
注
意
さ
れ
る
）
な
る
も
の
を
持
ち
来
た
っ
て
、
下
人
と
彼
を
取
り
巻
く
状
況
を
説
明
し
た
り
す
る
ば
か
り
で

な
く
、
「
平
安
朝
の
下
人
の
の
ｇ
毎
日
ｇ
旦
涜
目
の
」
と
ス
ラ
ン
ス
語
を
用
い
て
１
１
あ
え
て
不
調
和
を
構
え
た
の
で
あ
る
‐
１
ｋ
外
国
語
教

育
を
受
け
た
こ
と
の
あ
る
選
ば
れ
た
近
代
の
読
者
だ
け
に
語
り
か
け
る
．
「
作
者
」
は
、
彼
と
限
ら
れ
た
読
者
が
一
種
特
権
的
な
立
場
を
共

有
し
て
い
る
こ
と
に
同
意
を
求
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
認
め
ら
れ
る
の
は
、
「
平
安
朝
の
下
人
」
に
対
す
る
「
作
者
」
の
冷
や
か
な

視
線
で
あ
る
。
そ
し
て
、

作
者
は
さ
つ
き
、
「
下
人
が
雨
や
み
を
待
っ
て
ゐ
た
」
と
書
い
た
。
し
か
し
、
下
人
は
雨
が
や
ん
で
も
、
格
別
ど
う
し
よ
う
と
云
ふ
当

て
は
な
い
。
〔
中
略
〕
だ
か
ら
、
「
下
人
が
雨
や
み
を
待
っ
て
ゐ
た
」
と
云
ふ
よ
り
も
「
雨
に
ふ
り
こ
め
ら
れ
た
下
人
が
、
行
き
所
が

な
く
て
、
途
方
に
暮
れ
て
ゐ
た
」
と
云
ふ
方
が
、
適
当
で
あ
る
。

と
、
す
で
に
な
さ
れ
た
叙
述
を
対
象
化
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
物
語
世
界
は
二
重
に
対
象
化
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
下
人
の
感

情
の
動
き
は
極
度
に
分
析
的
に
叙
述
さ
れ
、
し
か
も
、
た
と
え
ば
、

ｌ
い
や
こ
の
老
婆
に
対
す
る
と
云
っ
て
は
語
弊
が
在
る
か
も
知
れ
な
い
．
毒
あ
ら
ゆ
る
悪
に
対
す
る
反
感
が
、
一
分
毎
に

強
さ
を
増
し
て
来
た
の
で
あ
る
。
こ
の
時
、
誰
か
が
こ
の
下
人
に
、
さ
つ
き
門
の
下
で
こ
の
男
が
考
へ
て
ゐ
た
、
餓
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
、
何
の
未
練
も
な
く
、
餓
死
を
選
ん
だ
事
で
あ
ら
う
。
そ
れ

ほ
ど
に
、
こ
の
男
の
悪
を
憎
む
心
は
、
老
婆
の
床
に
挿
し
た
松
の
木
片
の
や
う
に
、
勢
よ
く
燃
え
上
り
出
し
て
ゐ
た
の
で
あ
る
。

(18）
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と
、
「
下
人
」
と
「
男
」
（
「
男
」
の
呼
称
は
客
観
の
度
が
高
い
分
、
語
り
手
に
と
っ
て
心
理
的
に
遠
い
存
在
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
。

他
の
箇
所
も
同
じ
。
）
と
を
巧
み
に
使
い
分
け
な
が
ら
、
皮
肉
た
つ
ぶ
り
に
解
説
し
て
み
せ
る
。
下
人
が
老
婆
の
行
為
や
そ
れ
に
対
す
る
自

身
の
感
情
に
過
剰
な
意
味
付
け
を
続
け
て
い
る
か
ら
と
い
っ
て
、
そ
れ
は
「
作
者
」
の
意
味
付
け
で
は
な
い
し
、
ま
し
て
芥
川
の
も
の
で

も
な
い
。
下
人
の
意
味
付
け
が
過
剰
で
あ
る
こ
と
を
、
「
作
者
」
は
説
明
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
延
長
上
に
選
び
取
ら
せ
た
な
い
し
描

き
出
さ
れ
た
も
の
と
し
て
、
下
人
の
勇
気
や
行
動
は
あ
っ
た
。

そ
し
て
、
生
き
る
た
め
に
も
た
ざ
る
を
え
な
い
エ
ゴ
イ
ズ
ム
、
自
己
本
然
の
獲
得
あ
る
い
は
解
放
と
い
う
二
系
列
の
主
題
が
《
羅
生
門
》

か
ら
読
み
と
ら
れ
て
き
て
い
る
の
も
、
こ
う
し
た
重
層
的
と
で
も
い
う
べ
き
叙
述
方
法
に
由
来
す
る
で
あ
ろ
う
。
・
前
者
は
、
ほ
ぼ
「
作
者
」

の
視
線
に
そ
っ
た
読
み
へ
後
者
は
下
人
の
行
動
に
そ
っ
た
、
あ
る
い
は
限
定
し
た
読
み
と
認
め
ら
れ
る
。
初
出
の
、

下
人
は
、
既
に
、
雨
を
冒
し
て
、
京
の
町
へ
強
盗
を
働
き
に
急
ぎ
つ
ふ
あ
っ
た
。

が
、
い
わ
ば
閉
じ
ら
れ
た
結
末
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
最
終
形
の
、

こ
う
し
て
、
問
題
は
、
そ
の
二
系
列
の
読
み
の
い
ず
れ
か
を
選
択
す
る
こ
と
で
は
な
い
。
そ
れ
よ
り
も
、
こ
の
内
在
す
る
「
作
者
」
の

冷
や
か
な
視
線
が
下
人
に
向
け
ら
れ
て
い
た
と
す
れ
ば
、
下
人
の
行
動
に
託
さ
れ
た
芥
川
自
身
の
思
念
や
願
望
も
そ
の
視
線
を
ま
ぬ
が
れ

る
こ
と
は
で
き
な
い
、
と
い
う
こ
と
こ
そ
重
要
で
あ
る
Ｐ
聡
明
な
芥
川
が
、
そ
の
こ
と
に
気
付
か
ぬ
は
ず
は
な
い
。
と
い
う
よ
り
、
《
羅
生

門
》
は
密
か
な
自
己
批
評
で
あ
っ
た
．
芥
川
は
、
今
昔
物
語
集
や
武
者
小
路
に
依
拠
し
て
ブ
ウ
テ
エ
や
激
石
を
批
評
し
つ
つ
、
同
時
に
、

そ
の
営
み
自
体
を
批
評
し
た
の
で
あ
る
．
そ
の
よ
う
な
意
味
に
お
い
て
、
下
人
は
芥
川
と
無
縁
で
は
な
い
。
こ
の
関
係
性
を
文
体
と
し
て

捕
捉
し
た
と
き
、
芥
川
龍
之
介
と
い
う
存
在
を
こ
え
て
、
ま
さ
に
一
人
の
作
家
が
誕
生
し
た
の
で
あ
る
。

証
す
る
か
ら
で
あ
っ
た
。

と
、
開
か
れ
た
結
末
が
必
然
と
評
せ
ら
れ
る
の
は
、
そ
れ
に
よ
っ
て
右
の
批
評
的
な
語
り
口
が
一
貫
し
、
ひ
い
て
は
一
一
系
列
の
読
み
を
保

下
人
の
行
方
は
、
誰
も
知
ら
な
い
。

(１９）
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例
森
『
《
羅
生
門
》
と
《
杜
子
春
》
」
（
『
芸
文
東
海
』
一
七
号
一
九
九
一
年
六
月
）
参
照
。

⑧
な
お
、
武
者
小
路
は
さ
き
に
『
白
樺
』
創
刊
号
（
明
治
四
十
三
年
四
月
）
に
《
「
そ
れ
か
ら
』
に
就
て
》
を
職
せ
て
お
り
、
谷
崎
の
賓
門
』
を
評
す
》
も
第
二

次
『
新
思
潮
』
創
刊
号
掲
戦
で
あ
っ
た
。

⑨
た
だ
し
、
芥
川
は
こ
の
年
二
月
に
《
凝
仲
臆
》
（
府
立
第
三
中
学
校
『
校
友
会
雑
賎
』
）
を
書
い
て
い
る
。
木
曽
凝
仲
を
『
個
性
の
自
由
を
求
め
、
新
時
代
の
光

明
を
求
め
』
「
当
代
の
道
装
を
超
越
し
た
る
唯
一
個
の
巨
人
也
』
と
、
熱
っ
ぽ
く
蹄
じ
た
も
の
で
あ
る
。

“
な
お
、
浅
野
洋
『
芥
川
綱
之
介
ｌ
『
羅
生
門
』
を
め
ぐ
っ
て
ｌ
」
（
罰
日
本
の
脱
鯖
６
近
代
』
）
は
『
：
…
飢
え
て
す
る
泥
棒
は
わ
る
い
こ
と
で
は
な

い
。
…
…
」
と
言
い
切
る
《
或
る
日
の
一
体
》
（
武
者
小
路
『
白
樺
』
大
正
二
年
四
月
）
の
『
愉
快
な
エ
ゴ
イ
ズ
ム
』
と
、
《
羅
生
門
》
と
の
関
係
を
指
摘
し
な

が
ら
、
当
時
の
芥
川
が
武
者
小
路
に
寄
せ
て
い
た
親
近
感
に
注
意
を
向
け
て
い
る
．
ま
た
、
首
藤
基
澄
「
『
羅
生
門
』
臆
１
１
下
人
の
行
動
を
中
心
に
１
１
Ｊ
含
方

位
』
４
一
九
八
一
一
年
五
月
）
は
、
『
下
人
の
行
動
を
支
え
る
思
想
的
故
郷
」
が
ホ
イ
ッ
ト
マ
ン
、
武
者
小
路
実
篤
、
高
村
光
太
郎
で
あ
っ
た
こ
と
を
総
じ
て

い
る
。

脚
渡
部
芳
紀
司
羅
生
門
』
」
（
一
冊
の
購
座
『
芥
川
寵
之
介
』
）
、
平
岡
敏
夫
『
芥
川
飽
之
介
拝
情
の
美
学
』
「
羅
生
門
」
、
石
割
透
『
芥
川
岨
之
介
１
１
初
期
作

品
の
展
開
Ｉ
Ｉ
Ｊ
Ⅱ
第
７
、
８
章
、
吉
田
俊
彦
『
芥
川
随
之
介
１
１
『
倫
盗
』
へ
の
道
１
１
＆
な
ど
．

②
中
村
友
『
『
仙
人
』
（
大
五
）
考
１
１
『
エ
ピ
ク
ロ
ス
の
園
』
に
お
け
る
至
福
者
の
悲
劇
を
起
点
と
し
て
０
１
Ｊ
（
『
学
苑
』
五
六
五
号
一
九
八
七
年
一
月
）
が
、

《
仙
人
》
は
、
《
橋
の
下
》
の
、
『
老
人
が
、
実
は
予
想
外
の
財
産
家
で
あ
り
、
さ
ら
に
そ
れ
が
、
意
外
な
老
人
の
美
学
と
彼
自
身
の
境
遇
ゆ
え
に
、
結
局
、
実

生
活
上
の
貧
者
と
し
て
生
き
る
他
な
い
」
と
い
う
二
麓
の
逆
転
劇
の
趣
向
を
基
盤
に
成
立
し
た
と
指
摘
し
て
い
る
の
に
従
う
ぺ
き
で
あ
る
。

側
今
昔
物
膳
集
の
野
性
美
と
《
羅
生
門
》
と
の
関
係
に
注
目
す
る
臆
は
多
い
。

四
草
稿
の
引
用
は
『
国
文
学
解
釈
と
教
材
の
研
究
』
一
九
八
五
年
五
月
号
の
写
真
複
製
に
よ
る
が
、
必
要
な
冒
頭
部
分
に
限
っ
た
。
仮
に
通
し
番
号
を
付
す
が
、

原
稿
用
紙
の
草
稿
は
右
麓
に
掲
出
さ
れ
て
い
る
順
に
従
っ
た
。

側
た
だ
し
、
②
に
あ
っ
て
は
、
主
人
公
は
入
京
し
て
い
る
と
み
ら
れ
る
。
ま
た
、
こ
れ
だ
け
で
は
羅
城
門
が
ど
の
よ
う
に
し
て
舞
台
と
な
る
か
も
明
ら
か
で
な
い
。

他
の
草
稿
類
と
や
や
系
列
を
異
に
す
る
．
な
お
、
下
西
善
三
郎
『
『
羅
生
門
』
注
釈
私
稿
ｌ
ｌ
芥
川
に
お
け
る
古
典
の
（
引
用
〉
‐
１
Ｊ
（
『
膳
学
文
学
』
一
一
六

号
一
九
八
八
年
三
月
）
に
も
、
固
有
名
飼
の
有
無
、
方
丈
記
の
引
用
の
し
か
た
を
指
標
に
、
草
稿
の
執
蛾
順
序
に
つ
い
て
の
考
察
が
な
さ
れ
て
い
る
。

⑥
な
お
、
平
岡
が
羅
城
門
の
下
と
そ
の
楼
上
の
関
係
、
つ
ま
り
楼
上
が
一
種
の
異
空
間
で
あ
る
こ
と
を
強
鯛
す
る
の
は
至
当
で
あ
ろ
う
。
本
稿
で
は
そ
の
問
題
は

扱
わ
な
い
．

注

(20）
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1１

語
り
手
と
し
て
の
「
作
者
』
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
三
好
行
雄
『
芥
川
龍
之
介
臆
』
「
無
明
の
闇
１
１
『
羅
生
門
」
の
世
界
‐
１
Ｊ
、
演
川
勝
彦
「
『
羅
生
門
』

孜
１
１
可
能
性
へ
の
志
向
１
１
Ｊ
（
『
女
子
大
国
文
』
八
六
畳
一
九
八
○
年
一
月
）
参
照
。
な
お
、
こ
う
し
た
手
法
を
、
文
体
の
問
題
と
し
て
分
析
し
た
野
口

武
彦
『
近
代
小
脱
の
言
語
空
間
』
「
鼻
と
自
意
職
ｌ
ｌ
芥
川
龍
之
介
の
ス
テ
ィ
リ
ス
テ
イ
ク
』
は
示
唆
す
る
と
こ
ろ
大
き
い
．

(21）
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