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「
羅
生
門
」
は
大
正
四
年
十
一
月
「
三
隅
文
學
」
に
発
表
さ
れ
た
。
初
期

作
品
で
あ
り
な
が
ら
、
今
日
ま
で
多
く
の
研
究
論
文
が
提
出
さ
れ
続
け
る
の

は
、
作
品
の
完
成
度
は
言
う
ま
で
も
な
く
、
芥
川
文
学
の
特
徴
が
稠
密
に
表

れ
て
い
る
た
め
で
あ
ろ
う
。

 
羅
生
門
下
で
雨
宿
り
し
て
い
た
下
人
は
、
餓
死
か
盗
人
に
な
る
か
を
迷
い

な
が
ら
、
羅
生
門
を
登
り
、
死
人
の
髪
を
抜
く
老
婆
に
出
会
う
。
生
き
る
た

め
に
蛇
を
魚
と
偽
っ
て
売
っ
て
い
た
こ
の
遺
体
の
女
は
、
同
じ
く
生
き
る
た

め
に
髪
を
抜
く
自
分
を
許
す
だ
ろ
う
と
い
う
の
が
老
婆
の
論
理
で
あ
っ
た
。

な
ら
ば
自
分
の
行
為
も
許
さ
れ
よ
う
と
、
下
人
は
老
婆
の
着
物
を
剥
ぎ
取
り
、

瞬
く
間
に
羅
生
門
を
駆
け
降
り
て
い
く
。
走
り
ゆ
く
下
人
の
先
に
〈
黒
洞
々

た
る
夜
〉
は
広
が
り
、
次
の
一
文
で
作
品
は
閉
じ
ら
れ
る
。

下
人
は
、
既
に
、
雨
を
冒
し
て
、
京
都
の
町
へ
強
盗
を
働
き
に
急
ぎ
つ
＼

あ
っ
た
。

 
こ
れ
は
初
出
の
末
尾
文
だ
が
、
第
一
短
篇
集
『
羅
生
門
』
(
大
六
・
五

阿
蘭
陀
書
房
)
で
は
語
尾
が
〈
急
い
で
み
た
。
〉
と
わ
ず
か
に
改
変
さ
れ
て

い
る
。
吉
田
弥
生
と
の
失
恋
体
験
時
に
見
た
〈
自
己
貫
徹
の
夢
〉
を
、
作
品

で
再
び
〈
潰
え
〉
さ
せ
な
い
た
め
に
く
是
が
非
で
も
、
 
〈
下
人
〉
に
く
強
盗

を
働
き
に
急
〉
が
せ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
と
、
宮
坂
覧
は
初
出
稿
を
解
釈
す

 
ホ
 
 

る
。
確
か
に
こ
れ
ら
末
尾
に
は
、
世
間
一
般
の
道
徳
や
通
念
と
い
っ
た
範
を

脱
し
、
若
々
し
く
燃
焼
す
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
感
じ
ら
れ
よ
う
。
こ
の
意
味
で
、

初
出
稿
お
よ
び
第
一
短
篇
集
『
羅
生
門
』
ま
で
を
、
大
正
四
年
時
点
で
の

く
作
者
の
現
実
が
転
位
し
て
い
る
〉
テ
ク
ス
ト
と
し
、
の
ち
の
『
鼻
』
以
降

に
収
録
さ
れ
た
テ
ク
ス
ト
と
は
存
在
の
主
張
の
意
味
で
異
な
る
と
、
解
釈
の

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ホ
 
 

別
を
提
言
し
た
関
口
意
義
の
説
は
示
唆
的
で
あ
る
。

 
こ
の
よ
う
に
初
出
の
語
り
手
は
、
駆
け
去
る
下
人
の
後
を
追
い
、
 
〈
強
盗

を
働
き
に
〉
行
く
そ
の
未
来
を
語
っ
た
。
そ
れ
は
確
か
に
〈
自
己
解
放
〉
で

あ
っ
た
が
、
い
わ
ば
作
品
内
に
限
定
さ
れ
た
く
解
放
〉
と
は
い
え
ま
い
か
。

作
者
が
語
り
手
を
動
か
し
、
作
品
世
界
を
意
識
的
に
構
築
し
て
い
く
以
上
、
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〈
黒
洞
々
た
る
夜
〉
も
ま
た
、
い
ま
だ
作
者
の
眼
の
と
ど
く
闇
に
過
ぎ
ま
い
。

 
だ
が
、
周
知
の
よ
う
に
こ
れ
ら
末
尾
文
は
、
大
正
七
年
七
月
短
篇
集
『
鼻
』

(
春
陽
堂
)
収
録
の
際
、
ほ
と
ん
ど
一
変
す
る
。

下
人
の
行
方
は
、
誰
も
知
ら
な
い
。

 
も
は
や
語
り
手
の
手
は
届
か
な
い
。
 
〈
誰
も
知
ら
な
い
〉
と
は
、
語
り
手

の
背
後
に
い
る
作
者
も
〈
知
ら
な
い
〉
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
先
述
の
関

口
氏
は
こ
の
改
稿
の
動
機
と
し
て
、
 
＜
＜
鑑
賞
家
〉
 
(
読
者
)
〉
を
視
野
に

入
れ
た
〈
プ
ロ
作
家
意
識
の
芽
生
え
〉
を
よ
み
と
っ
て
い
る
。
だ
が
、
更
に

い
え
ば
〈
鑑
賞
家
〉
は
読
者
ば
か
り
で
は
あ
る
ま
い
。
芥
川
自
身
こ
そ
が
最

も
親
密
な
一
三
上
家
で
あ
ろ
う
。

 
「
羅
生
門
」
末
尾
の
改
稿
に
つ
い
て
は
、
 
〈
失
恋
の
残
り
香
た
る
実
感
は

 
 
 
 
 
の
ヨ
 

作
品
か
ら
消
失
〉
(
石
割
透
)
、
 
〈
己
が
思
い
よ
り
、
芸
術
的
結
構
の
方
が
先

行
し
た
〉
 
(
宮
坂
畳
)
な
ど
の
失
恋
事
件
時
の
感
傷
か
ら
離
れ
て
作
家
と
し

て
の
歩
み
を
み
る
論
者
が
あ
る
。
ま
た
、
「
佃
野
」
失
敗
に
よ
る
く
真
に

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ネ
る
 

〈
無
明
の
闇
＞
＞
へ
の
く
放
逐
〉
(
三
好
行
雄
)
、
 
〈
作
者
の
下
人
の
力
に
対

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ホ
ら
 

す
る
信
頼
の
表
現
が
消
去
〉
(
清
水
康
次
)
な
ど
マ
イ
ナ
ス
面
か
ら
み
る
論

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ホ
 
 

が
あ
る
一
方
で
、
 
〈
多
様
な
可
能
性
の
渦
巻
く
世
界
に
解
き
放
つ
こ
と
〉

(
濱
川
勝
彦
)
と
い
っ
た
プ
ラ
ス
面
か
ら
み
る
解
釈
も
数
多
く
提
出
さ
れ
て

い
る
。

 
こ
の
よ
う
に
「
羅
生
門
」
の
末
尾
改
稿
は
、
一
見
語
り
尽
く
さ
れ
た
か
に

み
え
る
。
だ
が
本
当
に
我
々
は
末
尾
文
の
真
意
を
く
み
取
っ
て
い
る
の
か
。

テ
ク
ス
ト
論
的
読
み
で
は
く
誰
も
〉
の
内
に
作
家
は
含
ま
れ
ま
い
。
だ
が
、

作
家
を
含
む
〈
誰
も
知
ら
な
い
〉
こ
と
を
探
る
と
は
、
作
家
に
と
っ
て
の
可

能
性
を
み
る
こ
と
で
あ
り
、
新
た
な
作
品
の
深
ま
り
を
追
求
す
る
手
だ
て
と

な
り
は
し
ま
い
か
。
以
下
、
「
羅
生
門
」
末
尾
改
稿
を
手
掛
か
り
と
し
て
、

芥
川
文
学
に
通
底
す
る
致
命
的
な
欠
陥
と
、
逆
説
的
に
浮
き
彫
り
に
な
る
一

つ
の
可
能
性
と
を
考
察
し
て
み
た
い
。

◇

◇

◇

 
改
稿
と
は
自
作
品
へ
向
け
ら
れ
た
作
家
の
疑
問
の
表
れ
だ
が
、
大
正
七
年

に
行
わ
れ
た
「
羅
生
門
」
改
稿
も
そ
の
例
に
漏
れ
な
い
。
た
と
え
ば
大
正
五

年
か
ら
六
年
に
か
け
て
の
芥
川
は
、
「
鼻
」
(
大
五
・
二
)
が
漱
石
に
称
賛
さ

れ
た
新
進
気
鋭
の
作
家
と
し
て
、
第
一
短
篇
集
の
表
題
に
『
羅
生
門
』
と
掲

げ
る
な
ど
、
「
羅
生
門
」
に
自
信
を
み
せ
て
い
る
。
 
〈
小
さ
く
纏
ま
り
す
ぎ

て
み
る
〉
と
い
う
当
時
の
評
価
に
対
し
て
も
、
 
〈
大
い
な
る
完
成
品
に
至
る

途
は
、
小
な
る
完
成
品
あ
る
の
み
〉
、
 
〈
大
な
る
未
成
品
〉
は
自
分
に
と
つ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ネ
ァ
 

て
意
味
が
な
い
と
ま
で
断
言
し
て
お
り
、
疑
問
の
跡
は
み
ら
れ
な
い
。

 
〈
完
成
品
〉
を
手
掛
け
た
い
と
作
家
は
言
う
が
、
送
稿
お
よ
び
第
一
短
篇

集
収
録
の
「
羅
生
門
」
は
、
そ
の
テ
ー
マ
性
か
ら
も
決
し
て
〈
小
さ
〉
い
作

品
で
は
な
い
も
の
の
、
た
し
か
に
〈
纏
ま
り
す
ぎ
〉
た
く
完
成
品
〉
と
い
う

一
面
は
も
っ
て
い
た
。
そ
の
自
覚
が
あ
り
な
が
ら
、
記
念
す
べ
き
第
一
短
篇
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「
羅
生
門
」
三
一
末
尾
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稿
を
軸
に
一

集
の
表
題
に
「
羅
生
門
」
を
掲
げ
た
の
は
、
 
〈
生
な
る
完
成
品
〉
の
代
表
と

し
て
、
更
に
は
〈
大
い
な
る
完
成
品
に
至
る
〉
突
破
口
と
見
な
し
て
い
た
の

で
は
な
い
か
。
下
人
の
未
来
を
〈
盗
人
〉
に
限
定
し
た
初
出
末
尾
は
、
こ
の

時
点
で
芥
川
に
省
み
ら
れ
る
こ
と
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

 
だ
が
、
こ
の
〈
完
成
〉
認
識
は
作
家
と
と
も
に
ま
た
成
長
す
る
。
大
正
八

年
忌
芥
川
は
、
「
芸
術
そ
の
他
」
(
大
八
・
十
一
)
に
お
い
て
、
 
〈
完
成
と
は

読
ん
で
そ
つ
の
な
い
作
品
を
推
へ
る
事
で
は
な
〉
く
、
 
〈
芸
術
上
の
理
想
の

そ
れ
ぞ
れ
を
完
全
に
実
現
さ
せ
る
事
〉
で
あ
る
と
述
べ
た
。
こ
こ
に
否
定
さ

れ
る
〈
読
ん
で
そ
つ
の
な
い
作
品
〉
と
は
、
先
程
の
〈
小
さ
く
纏
ま
〉
る
完

成
品
、
い
わ
ゆ
る
〈
筋
〉
と
し
て
の
完
成
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
大
正
五
年
時

期
に
肯
定
し
た
こ
の
「
完
成
品
」
を
、
大
正
八
年
に
半
ば
否
定
的
に
捉
え
直

し
て
い
る
の
で
あ
る
。

 
な
ら
ば
、
 
〈
下
人
の
行
方
〉
を
〈
知
ら
な
い
〉
と
し
た
大
正
七
年
「
羅
生

門
」
改
稿
も
ま
た
、
 
〈
そ
つ
の
な
い
作
品
〉
へ
の
自
己
批
判
が
影
を
落
と
し

て
い
ま
い
か
。
今
野
哲
は
、
 
〈
「
作
者
」
の
掌
中
か
ら
逸
走
し
、
「
黒
洞
々

た
る
夜
」
へ
溶
融
〉
し
た
下
人
を
描
く
こ
と
に
よ
り
、
作
家
の
位
置
が

〈「

ｺ
人
の
行
方
」
を
つ
か
め
な
い
老
婆
と
同
様
の
地
点
に
ま
で
後
退
し
〉

 
 
で
き
 

た
と
い
う
。
だ
が
、
む
し
ろ
芥
川
は
積
極
的
な
形
で
末
尾
改
稿
を
選
択
し
て

い
よ
う
。
そ
こ
に
我
々
は
、
意
識
的
に
作
品
世
界
を
破
り
、
あ
え
て
下
人
を

〈
逸
走
〉
さ
せ
た
作
者
と
、
そ
の
背
後
の
作
家
と
し
て
の
自
己
変
革
を
み
る
。

 
た
と
え
ば
、
「
羅
生
門
」
と
い
う
系
列
か
ら
い
え
ば
、
「
楡
盗
」
(
大
六
・

四
、
七
)
な
ど
も
あ
る
が
、
何
よ
り
も
「
地
獄
変
」
と
の
関
わ
り
は
看
過
で

き
ま
い
。
「
地
獄
変
」
は
大
正
七
年
五
月
、
大
阪
毎
日
新
聞
社
社
友
契
約
後

は
じ
め
て
の
新
聞
小
説
で
あ
る
。
す
で
に
一
月
か
ら
起
稿
さ
れ
て
お
り
、
こ

の
時
期
の
作
者
が
最
も
力
を
入
れ
た
意
欲
的
な
中
編
小
説
だ
が
、
「
羅
生
門
」

に
お
い
て
対
象
を
積
極
的
に
捉
え
続
け
た
語
り
手
が
、
更
に
そ
の
支
配
を
強

く
し
、
稠
密
な
作
品
世
界
の
構
築
を
な
し
遂
げ
て
い
る
。
 
〈
聖
な
る
完
成

品
〉
を
手
掛
け
て
き
た
作
家
が
、
つ
い
に
〈
大
い
な
る
完
成
品
〉
に
手
を
伸

ば
し
た
と
す
れ
ば
、
「
羅
生
門
」
の
進
化
形
と
し
て
、
実
験
的
な
語
り
手
を

操
る
「
地
獄
変
」
を
み
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

 
こ
う
い
つ
た
意
欲
の
甲
斐
あ
り
、
当
時
中
谷
丁
蔵
(
小
島
政
二
郎
)
は
、

原
典
を
〈
巧
み
に
使
ひ
こ
な
し
た
鋭
さ
〉
、
 
〈
少
し
の
危
な
げ
が
な
い
〉
描

写
力
と
、
 
〈
漸
々
と
し
て
高
ま
っ
て
来
る
詩
人
的
資
性
の
発
露
〉
か
ら
、

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヰ
 
 

〈
芥
川
一
代
の
傑
作
〉
と
断
言
し
、
ま
た
石
坂
養
平
も
〈
美
的
観
照
が
純

粋
〉
で
あ
り
、
 
〈
代
表
作
と
見
倣
し
て
い
い
ほ
ど
謂
れ
た
も
の
〉
と
高
い
評

 
 
 
 
ホ
リ
 

価
を
与
え
た
。

 
だ
が
、
こ
れ
ら
高
い
評
価
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
芥
川
が
「
地
獄
変
」
に
否

定
的
で
あ
っ
た
こ
と
は
留
意
す
べ
き
だ
ろ
う
。
特
に
執
筆
中
は
、
 
〈
い
や
に

ボ
ン
バ
ス
テ
ィ
ツ
ク
で
気
に
食
は
な
い
作
品
〉
 
(
大
七
・
四
・
二
四
 
薄
田

泣
董
宛
書
簡
)
、
 
〈
本
来
も
う
少
し
気
の
利
い
た
も
の
に
な
る
筈
だ
つ
た
ん

だ
が
と
毎
日
、
新
聞
を
見
ち
や
考
へ
て
る
ま
す
〉
 
(
大
七
・
五
・
十
六
 
小

島
政
二
郎
宛
書
簡
)
等
と
厳
し
い
自
己
評
価
を
書
き
送
っ
て
い
る
。
表
現
し

よ
う
と
意
図
し
た
も
の
と
、
実
際
の
作
品
と
の
宇
高
に
苛
立
つ
作
者
の
肉
声

が
聞
こ
え
て
こ
よ
う
Q
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な
ぜ
「
地
獄
変
」
は
く
ボ
ム
バ
ス
テ
ィ
ツ
ク
〉
で
あ
る
の
か
。
ま
た
、

〈
毎
日
、
新
聞
を
見
〉
て
苛
立
ち
な
が
ら
も
、
な
ぜ
作
品
の
軌
道
修
正
を
試

み
な
か
っ
た
の
か
。
こ
の
二
点
に
は
、
語
り
手
の
設
定
が
関
わ
っ
て
い
る
。

再
び
書
簡
を
繕
け
ば
、
次
の
ご
と
き
言
及
が
あ
る
。

 
あ
の
ナ
レ
エ
シ
ヨ
ン
で
は
二
つ
の
説
明
が
互
い
に
か
ら
み
合
っ
て
み
て
、

 
 
 
 
 
 
 
 
 
マ
マ
 

そ
れ
が
表
と
裏
と
に
な
つ

み
る
の
で
す
 
そ
の
一
つ
は
日
向
の
説
明
で
そ
れ
は
あ
な
た
が
例
に
挙
げ

た
中
の
多
く
で
す
 
も
う
一
つ
は
陰
の
説
明
で
そ
れ
は
大
殿
と
良
秀
の
娘

と
の
間
の
関
係
を
恋
愛
で
は
な
い
と
否
定
し
て
行
く
(
そ
の
実
そ
れ
を
肯

定
し
て
ゆ
く
)
説
明
で
す
 
こ
の
二
つ
の
説
明
は
あ
の
ナ
レ
エ
シ
ヨ
ン
を

組
み
上
げ
る
上
に
填
て
お
互
に
ア
ク
テ
ユ
エ
エ
ト
し
合
ふ
性
質
の
も
の
だ

か
ら
ど
っ
ち
も
差
し
抜
き
が
っ
き
ま
せ
ん
 
そ
れ
で
諄
々
し
い
あ
あ
云
ふ

事
に
な
っ
た
の
で
す
 
 
 
(
大
七
・
六
・
十
八
 
小
島
政
二
郎
宛
書
簡
)

 
二
重
の
語
り
手
の
〈
説
明
〉
に
よ
っ
て
冠
り
出
す
と
は
、
対
象
を
表
裏
の

存
在
と
し
て
捉
え
る
作
家
の
眼
か
ら
生
ま
れ
た
も
の
だ
ろ
う
。
語
ら
れ
な
い

部
分
か
ら
も
対
象
を
照
射
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
表
裏
一
体
の
完
全
な
実
相

に
近
づ
こ
う
と
し
て
い
る
こ
と
が
窺
え
る
。
 
〈
際
立
っ
て
制
約
さ
れ
て
い

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ホ
け
 

る
〉
 
「
地
獄
変
」
の
語
り
手
(
宮
坂
覧
)
を
一
つ
の
戦
略
と
し
て
用
い
、

〈
陰
の
説
明
〉
で
も
っ
て
、
 
〈
恋
愛
〉
と
い
う
情
念
の
側
か
ら
、
大
殿
像
を

深
く
掘
り
下
げ
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

 
だ
が
、
そ
の
二
重
の
方
法
を
も
っ
て
し
て
も
た
ど
り
着
け
な
い
暗
部
が
あ

る
こ
と
に
、
芥
川
は
早
々
に
気
づ
い
た
の
で
は
な
い
か
。
本
来
大
殿
と
は
、

〈
恋
愛
〉
の
果
て
に
娘
を
焼
殺
す
る
〈
闇
〉
の
情
念
の
持
ち
主
と
し
て
、

〈
芸
術
〉
の
為
に
娘
を
も
見
殺
し
に
す
る
〈
芸
術
家
〉
良
秀
と
拮
抗
す
る
存

在
で
は
な
か
っ
た
か
。
 
〈
芸
術
〉
と
、
 
〈
恋
愛
〉
が
生
む
人
間
の
〈
闇
〉
と
、

こ
の
二
本
の
柱
に
よ
っ
て
「
地
獄
変
」
は
成
立
し
、
作
品
は
二
方
向
か
ら
深

化
さ
れ
て
い
く
予
定
で
は
な
か
っ
た
か
。

 
大
殿
が
持
つ
〈
闇
〉
に
芥
川
は
踏
み
込
も
う
と
す
る
が
、
実
際
の
作
品
を

み
れ
ば
、
深
入
り
で
き
な
い
身
分
設
定
と
噂
重
視
の
状
況
設
定
を
受
け
た
語

り
手
は
、
大
殿
の
心
象
を
曖
昧
化
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
て
い
る
。
そ
の
為

に
大
殿
は
、
 
〈
ど
う
思
召
し
た
の
か
〉
地
獄
変
屏
風
の
創
作
を
命
じ
、
 
〈
ど

う
云
ふ
訳
か
〉
悦
ば
し
そ
う
に
良
秀
の
苦
悶
の
提
案
を
促
し
、
 
〈
何
を
御
思

ひ
に
な
っ
た
の
か
〉
声
も
立
て
ず
に
笑
い
出
し
て
し
ま
う
奇
妙
な
人
物
に
な
っ

た
の
で
あ
る
。
芥
川
は
こ
の
語
り
手
を
使
っ
て
、
 
〈
大
殿
と
良
秀
の
娘
と
の

間
の
〉
恋
愛
関
係
、
そ
の
裏
の
裏
ま
で
浮
き
彫
り
に
し
よ
う
と
し
た
の
だ
ろ

う
が
、
つ
ま
る
と
こ
ろ
語
り
手
は
、
大
殿
を
前
に
口
ご
も
る
か
に
み
え
る
。

 
浅
野
洋
は
〈
コ
ケ
オ
ド
シ
の
言
説
で
あ
る
類
義
累
積
〉
を
多
用
し
、
 
〈
物

語
の
本
質
と
は
無
縁
な
修
辞
的
レ
ベ
ル
の
問
題
に
血
道
を
あ
げ
〉
る
こ
と
に

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ホ
ゆ
 

〈
自
足
〉
す
る
語
り
手
を
徹
底
的
に
批
判
し
、
花
田
俊
典
は
、
 
〈
あ
る
臨
界

点
か
ら
は
、
た
だ
「
不
可
解
な
」
と
か
、
「
不
可
思
議
な
」
と
か
、
「
な
ぜ
か
」

と
い
っ
た
表
現
を
用
い
て
、
そ
の
向
こ
う
側
の
領
域
を
囲
い
込
み
、
そ
れ
以

上
は
そ
の
領
域
に
対
し
て
、
け
っ
し
て
言
語
に
よ
っ
て
「
解
剖
的
」
な
分
析
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ホ
ゆ
 

を
試
み
よ
う
と
し
な
い
〉
芥
川
作
品
の
語
り
手
を
鋭
く
指
摘
し
た
。

 
〈
ど
う
思
召
し
た
か
〉
と
い
う
言
説
の
更
に
奥
に
あ
る
く
臨
界
点
〉
の
先

に
は
、
お
そ
ら
く
大
殿
の
娘
を
焼
殺
す
る
ほ
ど
の
、
情
念
と
も
悪
と
も
付
か

ぬ
深
い
〈
闇
〉
の
心
象
が
存
在
す
る
。
芥
川
に
は
そ
れ
が
見
え
て
い
た
と
い
っ

て
い
い
。
 
〈
御
顔
を
暗
く
な
す
っ
た
と
思
ふ
と
、
突
然
け
た
た
ま
し
く
御
笑

ひ
に
な
〉
る
大
殿
の
ヒ
ス
テ
リ
ッ
ク
と
も
い
え
る
態
度
の
急
変
に
、
そ
の
暗

部
の
存
在
は
充
分
窺
い
知
れ
よ
う
。
だ
が
、
そ
れ
ら
は
作
品
に
お
い
て
、
雰

囲
気
と
し
て
生
き
る
だ
け
で
あ
る
。
下
司
で
あ
る
が
ゆ
え
に
語
り
手
は
そ
れ

よ
り
深
層
に
下
り
て
い
け
ず
、
作
家
も
そ
の
〈
闇
〉
を
見
な
が
ら
、
語
り
手

の
不
自
由
、
す
な
わ
ち
自
ら
の
文
体
に
縛
ら
れ
る
し
か
な
い
。
そ
の
結
果
、

娘
を
焼
き
殺
し
、
 
〈
ま
る
で
別
人
か
と
思
は
れ
る
程
〉
青
ざ
め
〈
獣
の
や
う

に
喘
ぐ
〉
ほ
ど
に
抱
え
込
ん
だ
〈
闇
〉
を
、
捉
え
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た

の
で
あ
る
。

 
は
た
し
て
、
末
尾
に
お
い
て
良
秀
の
画
を
称
賛
す
る
〈
横
川
の
僧
都
〉
に

く
苦
笑
〉
す
る
〈
大
殿
様
〉
は
、
も
は
や
か
つ
て
の
不
気
味
な
情
念
の
影
は

み
ら
れ
な
い
。
こ
う
し
て
脇
役
に
と
ど
ま
っ
た
大
殿
の
存
在
は
、
そ
れ
自
体

作
品
の
不
徹
底
さ
の
象
徴
と
い
え
よ
う
。

 
〈
完
成
〉
を
〈
芸
術
〉
の
条
件
と
し
た
時
期
の
〈
最
傑
作
〉
な
ど
と
も
評

さ
れ
な
が
ら
、
意
識
的
に
対
象
を
囲
い
込
む
方
法
の
限
界
性
を
露
呈
し
て
い

る
。
そ
し
て
高
い
評
価
を
受
け
な
が
ら
、
そ
の
限
界
性
と
自
ら
の
資
質
を
痛

感
し
た
の
は
、
 
〈
ボ
ム
バ
ス
テ
ィ
ツ
ク
〉
と
独
り
つ
ぶ
や
く
芥
川
自
身
だ
っ

た
の
で
あ
る
。

 
〈
.
 
爵
興
①
尻
の
。
目
Φ
琶
昌
σ
q
一
駆
詰
①
侮
霞
ζ
①
ω
ω
㌧
㎡
塁
ω
筈
①
匿
零

話
。
夢
亀
貯
爵
Φ
Q
鉾
Φ
o
h
即
9
ω
げ
。
・
〉
と
は
、
手
帳
に
記
さ
れ
た
「
楡
盗
」

関
連
の
メ
モ
だ
が
、
 
〈
ω
o
日
9
毒
口
σ
q
＞
の
存
在
す
る
く
誓
①
仙
輿
ぎ
Φ
の
の
〉

を
内
包
す
る
場
所
と
し
て
〈
爵
Φ
Ω
鉾
Φ
o
h
国
章
ゲ
。
＞
す
な
わ
ち
羅
生
門

が
想
定
さ
れ
て
い
る
。
「
羅
生
門
」
か
ら
「
楡
盗
」
、
そ
し
て
「
地
獄
変
」
へ

と
、
人
間
の
「
闇
」
を
見
つ
め
る
芥
川
の
眼
は
終
始
一
貫
し
て
い
た
こ
と
が

窺
え
よ
う
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
◇
 
 
 
 
◇
 
 
 
 
◇

 
芥
川
の
没
後
、
正
宗
白
鳥
が
「
地
獄
変
」
を
〈
芥
川
龍
之
介
の
最
傑
作
〉

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ホ
む
 

と
称
賛
し
た
の
は
周
知
の
通
り
だ
が
、
 
〈
ボ
ム
バ
ス
テ
ィ
ツ
ク
〉
を
厭
う
芥

川
は
、
む
し
ろ
白
鳥
の
作
品
に
こ
そ
芸
術
的
価
値
を
認
め
て
い
た
の
で
は
な

い
か
。
最
晩
年
に
な
っ
て
、
当
時
称
賛
を
受
け
た
「
芋
粥
」
と
、
同
月
に
発

表
さ
れ
た
白
鳥
の
作
品
「
死
者
生
者
」
(
大
五
・
九
「
中
央
公
論
」
)
と
を
と

り
あ
げ
、
 
〈
僕
は
未
だ
に
「
死
者
生
者
」
は
「
芋
粥
」
の
比
で
は
な
い
と
思

っ
て
み
る
〉
と
述
懐
し
た
の
も
、
 
〈
こ
の
地
面
の
下
に
必
ず
地
獄
を
覗
か
せ

て
み
る
〉
白
鳥
文
学
に
こ
そ
、
底
知
れ
ぬ
人
間
の
〈
闇
〉
を
み
た
か
ら
で
あ

 
 
ネ
お
 

ろ
う
。

 
「
芋
粥
」
か
ら
く
未
だ
に
〉
と
芥
川
は
い
う
。
そ
れ
は
気
鋭
の
作
家
と
し

て
文
壇
に
台
頭
し
は
じ
め
た
「
芋
粥
」
当
時
か
ら
自
ら
の
文
体
の
欠
陥
を
知

り
、
「
地
獄
変
」
で
も
乗
り
越
え
ら
れ
ず
、
つ
い
に
晩
年
ま
で
そ
の
欠
陥
が

通
底
し
て
い
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
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囲
い
込
ん
で
も
な
お
は
み
出
し
て
い
く
人
間
の
〈
闇
〉
を
、
つ
い
に
芥
川

の
文
体
は
捉
え
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
 
〈
ボ
ム
バ
ス
テ
ィ
ツ
ク
〉
に
終

わ
っ
た
「
地
獄
変
」
の
反
省
は
、
晩
年
の
作
品
へ
と
影
響
を
与
え
て
い
く
。

「
歯
車
」
(
昭
二
・
六
)
に
お
い
て
二
度
も
「
地
獄
変
」
の
名
が
登
場
す
る
の

は
偶
然
で
は
あ
る
ま
い
。
 
〈
僕
〉
が
く
「
地
獄
変
」
の
主
人
公
1
1
良
秀
と

云
ふ
画
師
の
運
命
〉
と
を
想
起
す
る
時
、
ま
た
入
る
青
年
の
手
紙
に
「
地
獄

変
」
へ
の
言
及
を
見
て
苛
立
つ
時
、
過
去
の
不
徹
底
の
代
表
作
と
し
て
「
地

獄
変
」
が
も
た
ら
す
作
家
の
感
慨
は
大
き
い
と
い
え
よ
う
。

 
対
象
を
囲
い
込
み
完
成
を
あ
ざ
す
自
ら
の
文
体
と
、
そ
れ
を
な
お
越
え
て

い
く
人
間
存
在
と
。
両
方
と
も
に
見
え
て
し
ま
う
卓
抜
し
た
認
識
者
と
し
て

の
芥
川
は
、
こ
こ
に
き
て
、
再
起
を
賭
け
て
そ
れ
ら
の
懸
隔
を
問
い
な
お
し

て
い
く
。
す
な
わ
ち
「
地
獄
変
」
を
代
表
と
す
る
〈
完
成
品
〉
で
捉
え
得
な

か
っ
た
人
間
そ
の
も
の
を
掴
も
う
と
し
た
。

 
晩
年
の
評
論
「
文
芸
的
な
、
余
り
に
文
芸
的
な
」
(
昭
二
・
四
、
六
、
八
)

に
、
ゴ
ー
ギ
ャ
ン
作
「
タ
イ
チ
の
女
」
の
く
装
飾
的
な
背
景
と
調
和
し
な

い
〉
 
〈
野
蛮
人
の
皮
膚
の
匂
〉
に
く
反
嚢
〉
を
感
じ
た
昔
と
、
ど
う
し
ょ
う

も
な
く
魅
か
れ
て
い
る
現
在
の
心
象
と
を
語
っ
た
文
章
が
あ
る
(
「
三
十
野

性
の
呼
び
声
」
)
。
 
〈
装
飾
的
な
背
景
と
調
和
し
な
い
〉
、
い
わ
ば
整
合
性
の

な
い
不
調
和
に
不
快
を
感
ず
る
芥
川
の
気
質
は
、
一
度
〈
タ
イ
チ
の
女
〉
を

退
け
た
。
そ
れ
は
く
小
さ
く
纏
ま
り
す
ぎ
て
〉
も
く
完
成
品
〉
を
手
掛
け
よ

う
と
す
る
都
会
人
的
な
気
質
で
あ
ろ
う
。

 
〈
タ
イ
チ
の
女
〉
は
、
こ
れ
ら
芥
川
の
気
質
が
向
か
う
〈
完
成
品
〉
を
は

み
出
す
存
在
で
あ
る
。
 
〈
装
飾
的
な
背
景
〉
に
関
わ
ら
ず
、
 
〈
ど
っ
し
り
と

立
っ
て
る
る
〉
と
は
、
調
和
、
不
調
和
と
い
う
意
味
そ
の
も
の
を
無
化
し
て

し
ま
う
、
実
在
の
力
で
あ
ろ
う
。
晩
年
に
な
り
、
そ
の
実
在
は
〈
皮
膚
の

匂
〉
を
も
っ
て
作
者
に
迫
っ
て
き
た
と
い
え
る
。
そ
れ
は
く
ゴ
オ
グ
の
糸
杉

や
太
陽
〉
が
く
も
う
一
度
僕
を
誘
惑
す
る
〉
と
し
た
告
白
に
も
通
じ
て
い
よ

う
。
 
〈
芸
術
的
食
慾
を
刺
戟
〉
す
る
、
 
〈
何
か
切
迫
し
た
も
の
〉
の
表
現
へ

の
く
誘
惑
〉
は
、
遺
稿
と
な
っ
た
「
闇
中
問
答
」
(
昭
二
・
九
)
に
お
い
て

は
、
 
〈
僕
の
意
識
し
て
み
な
い
部
分
〉
、
 
〈
何
か
が
ま
だ
眠
っ
て
み
る
〉

〈
無
辺
の
闇
〉
で
あ
る
と
こ
ろ
の
く
魂
の
ア
フ
リ
カ
〉
へ
の
誘
惑
で
あ
る
。

 
佐
藤
泰
正
は
、
ゴ
ッ
ホ
、
ゴ
ー
ギ
ャ
ン
の
絵
が
持
つ
〈
何
か
切
迫
し
た
も

の
〉
へ
の
晩
期
芥
川
の
志
向
を
、
大
正
三
年
の
書
簡
に
認
め
ら
れ
る
〈
ゴ
ー

ホ
の
絵
〉
が
代
表
す
る
〈
ラ
ツ
フ
で
も
力
の
あ
る
も
の
〉
へ
の
志
向
と
通
じ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
つ
め
 

る
と
し
て
、
 
〈
初
心
へ
の
還
帰
〉
を
指
摘
し
た
。
 
〈
ふ
り
返
っ
て
初
源
の
い

の
ち
を
掴
み
、
こ
れ
を
未
来
に
向
っ
て
打
ち
返
す
〉
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の

〈
反
復
〉
を
、
芥
川
も
ま
た
行
っ
た
と
い
う
。

 
な
ら
ば
青
年
期
に
求
め
た
〈
ラ
ツ
フ
で
も
力
の
あ
る
も
の
〉
へ
の
く
反

復
〉
と
は
、
晩
期
の
〈
魂
の
底
か
ら
必
死
に
表
現
を
求
め
て
み
る
も
の
〉
、

〈
魂
の
ア
フ
リ
カ
〉
と
い
っ
た
、
よ
り
肉
薄
し
た
言
葉
へ
の
成
長
を
遂
げ
る

営
為
と
い
え
よ
う
。
そ
れ
は
、
人
間
の
実
存
的
な
、
未
知
な
る
根
幹
を
見
い

だ
さ
ん
と
す
る
意
志
の
強
さ
を
も
表
す
。
 
〈
無
辺
の
闇
〉
へ
の
く
恐
れ
〉
を

明
確
に
自
覚
し
、
眼
を
逸
ら
さ
ず
自
作
の
中
心
に
据
え
た
と
こ
ろ
に
、
回
帰

な
ら
ぬ
く
反
復
〉
の
進
化
が
生
ま
れ
て
い
よ
う
。
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か
つ
て
話
の
面
白
さ
に
引
か
れ
て
い
た
『
今
昔
物
語
集
』
に
、
最
晩
年
あ

ら
た
め
て
魅
か
れ
て
い
っ
た
の
も
、
こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
く
魂
の
ア
フ
リ

カ
〉
的
な
も
の
へ
の
志
向
の
表
れ
で
あ
っ
た
。
「
今
昔
物
語
鑑
賞
」
(
昭
二
・

四
)
に
お
い
て
、
 
〈
や
っ
と
〉
発
見
し
た
『
今
昔
物
語
集
』
の
く
本
来
の
面

目
〉
は
、
 
〈
優
美
と
か
華
奢
と
か
に
は
最
も
縁
の
遠
い
〉
 
〈
再
9
幽
幽
団

(
野
性
)
の
美
し
さ
〉
で
あ
る
と
芥
川
は
い
う
。
ま
た
〈
陰
影
に
乏
し
い
原

色
〉
の
人
間
心
理
を
〈
少
し
の
手
加
減
を
加
え
ず
〉
に
描
き
出
し
て
い
る
筆

致
は
、
写
実
の
極
致
で
あ
る
と
称
賛
し
た
。
こ
の
〈
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
と
は
ま
つ

 
 
 
 
 
 
 
 
つ
め
 

た
く
異
質
な
こ
の
迫
真
力
〉
宮
田
尚
こ
そ
に
魅
か
れ
た
と
す
れ
ば
、
自
作
品

「
羅
生
門
」
と
の
懸
隔
も
ま
た
大
き
い
。
「
今
昔
物
語
鑑
賞
」
の
他
に
本
格
的

に
『
今
昔
』
に
言
及
し
た
文
章
は
存
在
し
な
い
が
、
実
際
を
み
れ
ば
「
羅
生

門
」
的
な
も
の
も
『
今
昔
物
語
集
』
的
な
も
の
も
、
晩
年
ま
で
火
種
と
し
て

残
り
続
け
て
い
よ
う
。
な
ら
ば
い
ま
一
度
「
羅
生
門
」
を
『
今
昔
』
と
の
比

較
か
ら
考
察
す
る
必
要
が
あ
る
。

 
「
羅
生
門
」
と
『
今
昔
物
語
集
』
巻
二
十
九
第
十
八
話
「
羅
城
門
登
上
層

見
死
人
盗
人
語
」
十
八
」
と
の
比
較
は
長
野
嘗
一
、
石
割
透
な
ど
の
諸
家
に

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ホ
お
 

よ
っ
て
詳
細
に
論
じ
ら
れ
て
き
た
。
芥
川
の
原
典
改
変
を
み
れ
ば
、
端
々
か

ら
も
創
作
の
方
向
性
は
明
ら
か
だ
が
、
そ
の
中
で
も
際
立
っ
て
〈
原
典
離

れ
〉
さ
せ
た
の
は
、
死
体
の
女
の
素
性
の
改
変
で
あ
り
、
 
〈
枕
上
二
居
テ
、

死
人
ノ
髪
ヲ
カ
ナ
グ
リ
抜
キ
取
ル
〉
 
〈
娼
〉
の
描
写
で
あ
り
、
そ
れ
を
見
た

下
人
と
の
問
答
場
面
以
降
で
あ
ろ
う
。

 
原
典
で
は
く
娼
〉
の
弁
明
は
、
 
〈
己
が
主
ニ
テ
御
マ
シ
ツ
ル
人
の
失
給
ヘ

ル
ヲ
。
績
フ
人
ノ
元
ケ
レ
バ
。
此
テ
置
奉
タ
ル
也
。
其
ノ
御
髪
ノ
長
二
飴
テ

長
ケ
レ
バ
。
其
レ
ヲ
抜
取
テ
墜
ニ
セ
ム
ト
テ
抜
ク
也
。
〉
と
な
っ
て
い
る
。

〈
主
〉
と
は
、
 
〈
若
キ
女
〉
と
長
い
〈
御
髪
〉
か
ら
、
没
落
し
た
姫
君
で
あ

ろ
う
。
だ
が
芥
川
は
こ
れ
を
採
用
せ
ず
、
巻
三
十
一
第
三
十
一
話
「
大
刀
帯

陣
売
魚
娼
語
」
の
挿
話
を
組
み
込
ん
だ
。
 
〈
娼
〉
と
く
主
〉
の
無
残
に
も
打

ち
砕
か
れ
た
主
従
と
い
う
縦
の
関
係
を
、
魚
と
偽
り
蛇
を
売
る
〈
女
〉
と
死

体
の
髪
を
抜
く
老
婆
と
の
、
 
〈
仕
方
な
く
す
る
〉
者
同
士
と
い
う
横
の
関
係

に
改
変
し
た
の
で
あ
る
。

 
改
変
の
意
図
が
、
老
婆
の
〈
生
存
の
エ
ゴ
イ
ズ
ム
を
二
重
三
重
に
す
る
〉

と
い
う
構
造
的
な
〈
念
の
入
れ
方
〉
に
あ
る
こ
と
は
明
白
だ
が
(
長
野
嘗
一
)
、

作
者
の
切
り
捨
て
た
〈
娼
〉
と
く
主
〉
の
関
係
こ
そ
が
、
実
は
「
今
昔
」
の

く
本
来
の
面
目
〉
で
は
な
か
っ
た
か
。
昨
日
ま
で
自
分
の
主
で
あ
り
、
 
〈
練

フ
人
ノ
元
〉
い
、
唯
一
の
身
内
と
し
て
仕
え
た
女
主
人
の
〈
御
髪
〉
を
、
今

日
に
は
自
分
が
生
き
る
為
に
〈
カ
ナ
グ
リ
抜
き
取
ル
〉
と
い
う
、
人
間
の
相
。

も
っ
と
時
間
を
縮
め
て
言
え
ば
、
 
〈
土
豪
タ
ル
〉
時
に
は
〈
主
〉
で
あ
っ
た

人
の
〈
御
髪
〉
を
、
入
長
二
飴
テ
長
〉
い
と
感
じ
た
瞬
間
、
 
〈
カ
ナ
グ
リ
抜

キ
取
〉
っ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
人
間
の
相
。
ま
た
老
婆
の
境
遇
を
聞
き
、
 
〈

助
ケ
給
へ
〉
と
命
乞
い
さ
れ
た
に
も
関
わ
ら
ず
、
 
〈
死
人
ノ
着
タ
ル
衣
ト
娼

ノ
着
工
ル
衣
ト
抜
取
テ
ア
ル
髪
ト
ヲ
奪
取
〉
る
〈
男
〉
の
、
乾
き
き
っ
た
り
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マ
ド
 

ア
リ
テ
ィ
。
 
〈
ア
ナ
ー
キ
ー
な
世
相
〉
(
石
割
透
)
を
背
景
に
、
突
然
に
人

間
の
奥
か
ら
わ
き
上
が
る
〈
生
ま
々
々
し
〉
い
闇
が
『
今
昔
物
語
集
』
に
は

見
事
に
描
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

 
西
郷
信
綱
は
〈
カ
ナ
グ
リ
抜
キ
取
ル
〉
と
い
う
一
連
の
描
写
を
挙
げ
、

〈
抜
き
と
る
音
が
不
気
味
に
き
こ
え
て
く
る
よ
う
な
〉
、
 
〈
何
ら
思
念
と
虚

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ホ
ゆ
 

飾
を
交
え
ぬ
原
色
さ
な
が
ら
の
素
朴
な
文
章
〉
と
評
し
た
。
芥
川
が
「
羅
生

門
」
に
お
い
て
、
作
品
構
造
の
た
め
に
切
り
捨
て
た
の
は
、
そ
の
よ
う
な
人

間
存
在
の
〈
原
色
〉
の
世
界
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
芥
川
が
白
鳥
文
学
に
も
み

た
く
こ
の
地
面
の
下
に
必
ず
地
獄
を
覗
か
せ
て
み
る
〉
世
界
で
あ
る
。
 
〈
攣

に
知
的
に
現
代
化
し
た
芥
川
の
作
品
よ
り
は
、
は
る
か
に
無
慈
悲
で
あ
り
、

か
つ
リ
ア
リ
ス
チ
ッ
ク
な
力
を
も
っ
て
い
る
〉
と
は
、
『
今
昔
』
評
で
あ
り

な
が
ら
同
時
に
芥
川
の
欠
陥
を
も
見
抜
い
た
西
郷
の
卓
見
と
言
わ
ざ
る
を
え

ま
い
.
 
、

 
〈
盗
み
を
実
践
す
る
た
め
の
予
行
〉
と
し
て
の
着
物
強
奪
行
為
を
笠
井
秋

 
 
 
 
 
 
 
ホ
ぬ
 

生
は
言
及
す
る
が
、
 
〈
着
物
一
枚
〉
の
強
奪
が
、
 
〈
盗
人
に
な
る
勇
気
を
獲

得
〉
す
る
事
と
同
義
に
な
る
と
は
、
そ
こ
に
小
説
な
ら
で
は
の
象
徴
性
を
作

者
が
含
ま
せ
た
こ
と
は
明
ら
か
だ
ろ
う
。
こ
の
都
会
人
的
に
形
を
整
え
、
技

巧
に
引
か
れ
る
気
質
が
、
『
今
昔
物
語
集
』
の
く
生
ま
島
々
し
〉
い
力
へ
の

接
触
を
阻
害
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
 
〈
人
間
が
た
ゴ
〈
存
在
〉
の
食
き
に
の

み
還
元
さ
れ
た
姿
こ
そ
、
『
今
昔
物
語
集
』
が
語
る
べ
き
当
体
〉
と
は
佐
々

 
 
 
 
 
 
で
お
 

木
心
嚢
の
言
だ
が
、
芥
川
も
「
今
昔
物
語
鑑
賞
」
に
お
い
て
、
 
〈
陰
影
に
乏

し
い
原
色
ば
か
り
〉
と
人
間
存
在
を
語
っ
て
い
る
。
 
〈
陰
影
〉
と
い
う
企

切
の
意
味
や
理
由
〉
が
去
っ
た
為
に
露
に
な
る
く
存
在
〉
の
く
色
〉
を
、
晩

年
の
芥
川
は
見
つ
め
て
い
た
の
で
あ
る
。

 
佐
々
木
氏
は
、
原
典
に
欠
損
し
た
〈
認
識
〉
と
く
論
理
〉
と
い
う
く
人
間

的
な
る
も
の
〉
を
芥
川
が
付
与
し
た
と
い
う
が
、
芥
川
は
近
代
に
生
き
る
小

説
家
と
し
て
、
あ
る
い
は
都
会
人
と
し
て
の
自
己
矛
盾
に
苦
し
ん
だ
の
で
あ

る
。
如
何
に
下
人
に
近
代
的
な
自
我
を
組
み
込
み
、
語
り
手
を
通
す
こ
と
に

よ
っ
て
、
緻
密
に
自
己
の
表
現
を
構
築
し
た
か
。
長
谷
川
泉
の
言
う
〈
薄
汚

い
ハ
ム
レ
ッ
ト
〉
な
る
批
判
も
ま
た
、
『
今
昔
物
語
集
』
の
内
包
す
る
〈
存

在
の
現
前
〉
の
力
に
文
体
で
も
っ
て
抵
抗
し
よ
う
と
し
た
小
説
家
に
向
け
て

 
 
 
 
 
 
 
マ
お
 

の
も
の
だ
っ
た
ろ
う
。

 
原
典
の
よ
う
な
荒
々
し
い
力
に
向
か
え
ば
、
抵
抗
の
振
幅
は
大
き
く
な
ら

ざ
る
を
え
な
い
。
 
＜
＜
存
在
〉
の
現
前
〉
に
解
釈
を
施
し
、
再
構
築
せ
ん
と

試
み
る
近
代
的
作
家
と
し
て
の
芥
川
だ
っ
た
が
、
「
小
説
家
一
と
し
て
『
今

昔
物
語
集
』
に
立
ち
向
か
え
ば
、
複
雑
な
心
理
的
解
釈
の
書
き
込
み
か
ら
、

「
作
ら
れ
た
小
説
」
と
し
て
の
姿
を
露
呈
す
る
。
そ
れ
が
初
稿
お
よ
び
短
編

集
『
羅
生
門
』
の
末
尾
で
あ
っ
た
。
 
〈
着
物
一
枚
〉
を
奪
い
取
る
事
で
象
徴

化
さ
れ
た
下
人
の
未
来
を
、
語
り
手
は
更
に
念
押
し
の
ご
と
く
＜
強
盗
を
働

き
に
〉
と
限
定
し
、
か
ら
め
と
っ
て
い
る
。

 
こ
の
よ
う
な
創
作
態
度
が
、
「
地
獄
変
」
の
破
綻
に
直
面
し
て
、
揺
ら
い

で
い
く
。
大
正
七
年
「
地
獄
変
」
執
筆
時
期
は
、
芥
川
の
〈
完
成
〉
さ
れ
た

〈
芸
術
〉
へ
の
志
向
が
最
も
高
く
、
理
想
主
義
的
と
い
え
る
程
に
純
粋
で
あ
っ

た
。
正
宗
白
鳥
の
称
賛
を
待
つ
ま
で
も
な
く
、
「
地
獄
変
」
は
当
時
の
芥
川
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「
羅
生
門
」
論
-
末
尾
改
稿
を
軸
に
ー



「
羅
生
門
」
論
-
末
尾
改
稿
を
軸
に
一

の
芸
術
的
営
為
の
頂
点
に
据
え
ら
れ
た
と
い
え
よ
う
。
だ
が
、
そ
の
絶
頂
と

と
も
に
、
晩
年
へ
向
け
て
の
下
降
も
ま
た
は
じ
ま
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

〈
羅
生
門
〉
に
関
連
す
る
覚
え
書
の
〈
矧
げ
霧
Φ
δ
の
。
ヨ
Φ
爵
冒
σ
q
獣
け
げ
Φ

山
胃
ざ
Φ
の
の
●
〉
な
る
言
葉
、
そ
の
〈
の
O
b
ρ
Φ
菖
P
一
】
P
内
〉
が
、
「
暗
中
問
答
」

〈
魂
の
ア
フ
リ
カ
〉
に
眠
る
〈
何
か
〉
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
芥
川
の
眼
は
す

で
に
「
羅
生
門
」
の
時
期
か
ら
人
間
の
実
存
に
届
い
て
い
た
こ
と
に
な
る
。

な
ら
ば
「
羅
生
門
」
と
は
、
「
地
獄
変
」
の
決
定
的
な
「
失
敗
」
を
経
て
、

自
ら
の
文
体
の
限
界
を
知
ら
せ
る
予
兆
的
な
作
品
と
い
え
る
の
で
は
な
い
か
。

 
そ
し
て
大
正
七
年
七
月
、
下
降
点
に
お
い
て
「
羅
生
門
」
は
作
家
と
選
回

し
、
芥
川
は
末
尾
を
改
稿
す
る
こ
と
に
な
る
。

下
人
の
行
方
は
、
誰
も
知
ら
な
い
。

 
〈
誰
も
知
ら
な
い
〉
と
は
、
ど
ん
な
未
来
を
描
く
こ
と
も
で
き
な
く
な
っ

た
作
家
の
声
な
ら
ぬ
声
で
あ
ろ
う
。
同
時
に
、
当
時
の
作
者
が
人
間
存
在
の

〈
原
色
〉
の
く
事
実
〉
に
近
づ
く
唯
一
の
方
法
で
は
な
か
っ
た
か
。
完
全
に

整
え
ら
れ
た
作
品
に
風
穴
を
開
け
、
芥
川
は
深
い
肉
声
を
響
か
せ
た
の
で
あ

る
。
も
は
や
下
人
は
一
般
的
人
間
を
象
徴
す
る
一
台
偏
物
で
は
な
い
。
な
ぜ

な
ら
下
人
の
〈
原
色
〉
を
通
し
て
、
作
家
は
普
遍
的
に
通
じ
る
自
己
を
も
見

よ
う
と
し
は
じ
め
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
作
品
が
読
み
手
の
み
な
ら
ず
、

作
家
自
身
に
も
開
か
れ
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
は
た
し
て
、
 
〈
行
方
〉
と
は
、

時
間
的
未
来
で
は
な
く
、
 
〈
存
在
〉
と
同
義
に
な
る
。

 
下
人
の
走
り
去
っ
た
〈
黒
洞
々
た
る
夜
〉
は
く
虚
無
〉
な
ど
で
は
な
い
。

末
尾
改
稿
の
現
在
、
作
品
の
枠
を
破
壊
し
さ
っ
た
作
家
は
、
 
〈
原
色
〉
の
在

り
処
で
あ
る
く
夜
〉
と
、
 
〈
誰
も
知
ら
な
い
〉
自
己
を
凝
視
し
て
い
る
。

＊
1
宮
坂
畳
「
「
羅
生
門
」
論
 
 
異
領
野
へ
の
出
発
・
「
門
」
(
夏
目
漱
石
)

 
を
視
野
に
入
れ
一
」
(
平
二
・
十
二
『
作
品
論
 
芥
川
龍
之
介
』
双
文
社
)

＊
2
関
口
安
義
『
「
羅
生
門
」
を
読
む
』
(
平
十
一
・
二
 
小
沢
書
店
)
お
よ
び

 
『
芥
川
龍
之
介
と
そ
の
時
代
』
(
平
十
一
・
三
筑
摩
書
房
)

＊
3
石
割
透
「
芥
川
龍
之
介
の
「
歴
史
小
説
」
1
実
生
活
と
の
関
連
に
お
い

 
 
て
一
(
昭
四
九
・
三
「
日
本
文
学
」
)

＊
4
三
好
行
雄
…
「
無
明
の
闇
一
『
羅
生
門
』
再
説
」
(
昭
五
十
・
四
「
国
語

 
と
国
文
学
」
)

＊
5
清
水
康
次
…
『
芥
川
文
学
の
方
法
と
世
界
』
(
平
六
・
四
 
和
泉
書
院
)

＊
6
濱
川
勝
彦
「
「
羅
生
門
」
孜
 
 
可
能
性
へ
の
志
向
1
」
(
昭
五
五
・
一

 
「
女
子
大
国
文
」
)

＊
7
「
校
正
後
に
」
(
大
五
・
九
「
新
思
潮
」
第
一
年
第
七
号
)

＊
8
今
野
哲
「
「
羅
生
門
」
論
 
 
生
を
希
求
す
る
か
た
ち
 
 
」
(
平
三
・
三

 
コ
一
松
」
)

＊
9
中
谷
丁
蔵
「
地
獄
変
」
(
大
七
・
六
「
三
田
文
学
」
)

＊
1
0
石
坂
養
平
「
芥
川
龍
之
介
助
論
」
(
大
八
・
四
「
文
章
世
界
」
)

＊
1
1
宮
坂
覧
「
芥
川
龍
之
介
「
地
獄
変
」
再
論
 
 
大
殿
の
領
域
・
良
秀
の
領

 
域
、
そ
し
て
〈
噂
〉
の
言
説
 
 
」
(
平
七
・
六
「
国
文
学
論
叢
」
)

＊
1
2
浅
野
洋
「
「
地
獄
変
」
の
限
界
一
自
足
す
る
語
り
手
1
」
(
昭
六
三
・

 
五
「
文
学
」
)
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＊
1
3
花
田
俊
典
「
僕
の
魂
の
ア
フ
リ
カ
ー
芥
川
龍
之
介
の
自
我
と
身
体
1
」

 
 
(
平
十
二
・
三
『
芥
川
龍
之
介
を
学
人
の
た
め
に
』
所
収
 
世
界
思
想
社
)

＊
1
4
正
宗
白
鳥
「
芥
川
龍
之
介
」
(
昭
二
・
十
「
中
央
公
論
」
)

＊
1
5
「
続
文
芸
的
な
、
余
り
に
文
芸
的
な
」
(
昭
二
・
四
)
お
よ
び
「
文
芸
的
な
、

 
 
余
り
に
文
芸
的
な
」
(
昭
二
・
四
)

＊
1
6
佐
藤
泰
正
「
芥
川
1
そ
の
〈
最
終
章
〉
の
問
い
か
け
る
も
の
」
(
平
十
五
・

 
 
五
『
芥
川
龍
之
介
を
読
む
』
所
収
 
笠
間
書
院
)

＊
1
7
宮
田
尚
「
芥
川
龍
之
介
と
『
今
昔
物
語
集
』
と
の
出
会
い
 
 
使
用
し
た

 
 
テ
キ
ス
ト
の
推
移
1
」
(
平
十
五
・
五
『
芥
川
龍
之
介
を
読
む
』
所
収

 
 
笠
間
書
院
)

＊
1
8
長
野
嘗
一
『
古
典
と
近
代
作
家
一
芥
川
龍
之
介
一
』
(
昭
四
二
・
四
 
有
朋

 
 
堂
)
)
石
割
透
『
芥
川
龍
之
介
一
初
期
作
品
の
展
開
』
(
昭
六
十
・
二
 
有

 
 
精
堂
)

＊
1
9
石
割
透
「
芥
川
龍
之
介
の
歴
史
小
説
-
実
生
活
と
の
関
連
に
お
い
て
一

 
 
一
」
(
昭
四
九
二
二
「
日
本
文
学
」
)

＊
2
0
西
郷
信
綱
『
日
本
古
代
文
學
史
』
(
昭
二
六
・
十
 
岩
波
書
店
)

＊
2
1
笠
井
秋
生
「
「
羅
生
門
」
再
読
-
1
失
恋
動
機
説
へ
の
疑
問
-
」
(
平
四
・

 
 
三
「
梅
花
短
期
大
学
研
究
紀
要
)

＊
2
2
佐
々
木
雅
襲
「
「
羅
生
門
」
縁
起
 
 
言
葉
の
時
 
 
」
(
昭
六
十
・
一

 
 
「
早
稲
田
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
紀
要
」
)

＊
2
3
長
谷
川
泉
『
新
編
 
近
代
名
作
鑑
賞
』
(
昭
四
五
・
五
 
至
文
堂
)

 
 
尚
、
『
今
昔
物
語
集
』
本
文
は
『
國
史
大
系
第
十
七
巻
 
今
昔
物
語
集
 
本

 
 
朝
』
(
増
補
新
訂
版
)
(
昭
六
・
八
 
國
史
大
系
刊
行
會
)
に
拠
る
。

一93一

「
羅
生
門
」
論
-
末
尾
改
稿
を
軸
に
ー


