
﹁
羅
生
門
﹂
は
︿
愉
快
な
小
説
﹀

│
│
三
好
行
雄
の
﹁
羅
生
門
﹂
論
再
考

山

下

真

史

は
じ
め
に

﹁
羅
生
門
﹂
は
大
正
四
年
一
一
月
号
の
﹁
帝
国
文
学
﹂
に
柳
川
隆
之
介
名
義
で

発
表
さ
れ
た
︒
よ
く
知
ら
れ
た
こ
と
だ
が
︑
芥
川
は
発
表
後
︑
三
年
あ
ま
り
過

ぎ
た
こ
ろ
︑
こ
の
作
品
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
回
想
し
て
い
る
︒

そ
れ
か
ら
こ
の
自
分
の
頭
の
象
徴
の
や
う
な
書
斎
で
︑
当
時
書
い
た
小

説
は
︑﹁
羅
生
門
﹂
と
﹁
鼻
﹂
と
の
二
つ
だ
つ
た
︒
自
分
は
半
年
ば
か
り
前

か
ら
悪
く
こ
だ
は
つ
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
つ
た
︒︵
略
︶
そ
の
発
表
し
た
﹁
羅
生
門
﹂
も
︑
当
時

帝
国
文
学
の
編
輯
者
だ
つ
た
青
木
健
作
氏
の
好
意
で
︑
や
つ
と
活
字
に
な

る
事
が
出
来
た
が
︑
六
号
批
評
に
さ
へ
上
ら
な
か
つ
た
︒
の
み
な
ら
ず
久

米
も
松
岡
も
成
瀬
も
口
を
揃
へ
て
悪
く
云
つ
た
︒
そ
れ
か
ら
自
分
の
高
等

学
校
以
来
の
友
だ
ち
の
中
に
は
︑
一
体
自
分
が
小
説
を
書
く
の
が
不
了
見

な
の
だ
か
ら
︑
匆
々
や
め
る
が
好
い
と
意
見
の
手
紙
を
よ
こ
し
た
男
さ
へ

ゐ
た
︒

│
│
﹁
あ
の
頃
の
自
分
の
事
︵
別
稿
︶﹂
大
正
八
年
一
月
︑﹁
中
央
公
論
﹂

こ
こ
で
い
う
︿
恋
愛
問
題
﹀
は
︑
周
知
の
よ
う
に
吉
田
弥
生
と
の
破
談
の
こ

と
だ
が
︑
芥
川
は
︑
そ
の
問
題
で
沈
ん
だ
気
を
晴
ら
す
た
め
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
つ
た
﹀
と
言
い
︑
そ

う
し
て
書
き
上
げ
た
の
が
﹁
羅
生
門
﹂
や
﹁
鼻
﹂
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
︒
ま

た
︑
右
の
文
章
で
︑
芥
川
は
︑
発
表
当
時
︑
文
壇
か
ら
は
完
全
に
黙
殺
さ
れ
︑

友
人
に
は
酷
評
さ
れ
た
と
述
べ
て
い
る
が
︑
評
論
家
は
必
ず
し
も
黙
殺
し
て
い

た
わ
け
で
は
な
く
︑︿
ネ
オ
ロ
マ
ン
チ
ツ
ク
な
ち
よ
つ
と
変
つ
た
味
の
も
の
で

あ
つ
た
﹀

(
�
)

と
か
︑︿
一
寸
面
白
い
短
篇
で
あ
つ
た
﹀

(
�
)

と
い
う
よ
う
な
肯
定
的
な
批

評
も
あ
っ
た
︒
友
人
の
批
評
に
つ
い
て
は
確
認
し
よ
う
が
な
い
が
︑
お
そ
ら
く

そ
の
通
り
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
︒

﹁
羅
生
門
﹂
を
論
じ
る
際
に
︑
こ
の
芥
川
の
回
想
を
ど
う
扱
う
か
は
論
者
に

よ
っ
て
別
れ
る
︒
三
好
行
雄
は
︑
後
述
す
る
よ
う
に
︑
こ
の
回
想
を
︿
信
じ
が

た
い
﹀

(
�
)

と
す
る
立
場
を
採
り
︑﹁
無
明
の
闇
│
│
﹁
羅
生
門
﹂
の
世
界
﹂

(
�
)

(以
下
︑
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三
好
論
と
略
記
す
る
︶
で
は
︑﹁
羅
生
門
﹂
を
︿
最
初
の
傑
作
﹀
と
呼
び
︑︿
存

在
悪
﹀
を
描
い
た
深
刻
な
小
説
と
し
て
読
む
論
を
展
開
し
た
︒
三
好
論
は
︑
今

か
ら
四
〇
年
以
上
前
の
も
の
だ
が
︑
強
い
説
得
力
が
あ
り
︑
こ
の
小
説
の
読
み

方
に
長
く
影
響
を
与
え
続
け
て
い
る
︒
し
か
し
︑
そ
も
そ
も
こ
の
小
説
は
芥
川

の
意
図
通
り
︿
愉
快
な
小
説
﹀
と
し
て
出
来
上
が
っ
て
い
て
︑
し
か
も
当
時
の

評
者
が
言
う
よ
う
に
︿
一
寸
面
白
い
﹀
程
度
の
小
説
な
の
で
は
な
い
の
か
︒
こ

れ
ま
で
も
︑
三
好
論
に
反
対
す
る
論
文
が
多
く
書
か
れ
て
き
て
お
り
︑
新
し
い

読
み
方
も
多
く
提
出
さ
れ
て
い
る
が
︑
こ
の
小
説
を
傑
作
で
な
い
と
論
じ
た
も

の
は
な
い
よ
う
で
あ
る
︒
本
論
は
︑
改
め
て
三
好
論
を
再
検
討
す
る
こ
と
を
通

し
て
︑
こ
の
小
説
の
等
身
大
の
姿
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
︒

一

三
好
論
の
骨
子

ま
ず
︑
三
好
論
の
骨
子
を
ま
と
め
て
み
よ
う
︒

小
説
の
冒
頭
近
く
に
次
の
一
節
が
あ
る
︒

ど
う
に
も
な
ら
な
い
事
を
︑
ど
う
に
か
す
る
為
に
は
︑
手
段
を
選
ん
で

ゐ
る
遑
は
な
い
︒
選
ん
で
ゐ
れ
ば
︑
築
土
の
下
か
︑
道
ば
た
の
土
の
上
で
︑

饑
死
を
す
る
ば
か
り
で
あ
る
︒
さ
う
し
て
︑こ
の
門
の
上
へ
持
つ
て
来
て
︑

犬
の
や
う
に
棄
て
ら
れ
て
し
ま
ふ
ば
か
り
で
あ
る
︒
選
ば
な
い
と
す
れ
ば

│
│
下
人
の
考
へ
は
︑
何
度
も
同
じ
道
を
低
佪
し
た
揚
句
に
︑
や
つ
と
こ

の
局
所
へ
逢
着
し
た
︒
し
か
し
こ
の
﹁
す
れ
ば
﹂
は
︑
何
時
ま
で
た
つ
て

も
︑
結
局
﹁
す
れ
ば
﹂
で
あ
っ
た
︒
下
人
は
︑
手
段
を
選
ば
な
い
と
い
ふ

事
を
肯
定
し
な
が
ら
も
︑
こ
の
﹁
す
れ
ば
﹂
の
か
た
を
つ
け
る
為
に
︑
当

然
︑
そ
の
後
に
来
る
可
き
﹁
盗ぬ

す

人び
と

に
な
る
よ
り
外
に
仕
方
が
な
い
﹂
と
云

ふ
事
を
︑
積
極
的
に
肯
定
す
る
丈
の
︑
勇
気
が
出
ず
に
ゐ
た
の
で
あ
る
︒

︵
引
用
は
︑
三
好
論
と
同
様
︑
初
出
本
文
に
よ
り
︑
適
宜
ル
ビ
を
省
略
し
た
︶

三
好
は
︑
下
人
が
生
き
る
た
め
に
は
盗
人
に
な
る
し
か
な
い
と
分
か
っ
て
い

な
が
ら
︑
そ
れ
を
た
め
ら
う
の
は
︑︿
禁
忌
の
感
覚
﹀
が
あ
る
か
ら
で
あ
り
︑
そ

の
感
覚
が
根
ざ
し
て
い
る
の
は︿
人
間
と
し
て
の
最
後
の
倫
理
﹀︑あ
る
い
は︿
超

越
的
な
モ
ラ
ル
﹀
だ
と
言
う
︒
ま
た
︑
羅
生
門
の
楼
上
で
︑
死
体
の
髪
の
毛
を

抜
く
老
婆
を
目
撃
し
た
下
人
が
︑︿
は
げ
し
い
憎
悪
﹀
を
感
じ
︑︿
許
す
可
ら
ざ

る
悪
﹀
だ
と
思
っ
た
と
い
う
箇
所
を
引
い
て
︑︿
下
人
の
直
感
の
内
部
に
動
い
た

の
は
明
ら
か
に
︑
法
を
超
え
た
超
越
的
な
倫
理
﹀
で
あ
る
と
言
う
︒
三
好
に
よ

れ
ば
︑
こ
の
小
説
は
︑
下
人
が
︿
許
す
可
ら
ざ
る
悪
﹀
と
感
じ
て
い
た
感
覚
や
︑

︿
超
越
的
な
倫
理
﹀
を
超
え
る
論
理
を
見
つ
け
る
こ
と
が
主
題
と
な
っ
て
い
る

の
で
あ
る
︒
こ
の
論
理
を
示
唆
す
る
の
が
老
婆
の
次
の
よ
う
な
発
言
で
あ
る
︒

成
程
︑
死
人
の
髪
の
毛
を
抜
く
と
云
ふ
事
は
︑
悪
い
事
か
も
知
れ
ぬ
︒

し
か
し
︑
こマ

マ

う
い
うマ

マ

死
人
の
多
く
は
︑
皆

そ
の
位
な
事
を
︑
さ
れ
て
も

い
ゝ
人
間
ば
か
り
で
あ
る
︒
現
に
︑
自
分
が
今
︑
髪
を
抜
い
た
女
な
ど
は
︑

蛇
を
四
寸
ば
か
り
づ
ゝ
に
切
つ
て
干
し
た
の
を
︑
干
魚
だ
と
云
つ
て
︑
太

刀
帯
の
陣
へ
売
り
に
行
つ
た
︒︵
略
︶
自
分
は
︑
こ
の
女
の
し
た
事
が
悪
い

と
は
思
は
な
い
︒
し
な
け
れ
ば
︑
饑
死
を
す
る
の
で
仕
方
が
な
く
し
た
事

だ
か
ら
で
あ
る
︒
だ
か
ら
︑
又
今
︑
自
分
の
し
て
ゐ
た
事
も
︑
悪
い
事
と

は
思
は
な
い
︒
こ
れ
も
や
は
り
し
な
け
れ
ば
︑
饑
死
を
す
る
の
で
︑
仕
方

が
な
く
す
る
事
だ
か
ら
で
あ
る
︒
さ
う
し
て
︑
そ
の
仕
方
が
な
い
事
を
︑

よ
く
知
つ
て
ゐ
た
こ
の
女
は
︑
自
分
の
す
る
事
を
許
し
て
く
れ
る
の
に
ち
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が
ひ
な
い
と
思
ふ
か
ら
で
あ
る
︒

老
婆
の
言
い
分
は
︑
簡
単
に
言
え
ば
︑
次
の
よ
う
に
な
る
︒
自
分
が
髪
を
抜

い
た
女
は
︑
一
般
的
に
言
え
ば
︑
悪
い
事
を
し
て
い
た
が
︑
そ
れ
は
餓
死
し
な

い
た
め
に
仕
方
な
く
し
て
い
た
こ
と
で
あ
っ
て
︑
自
分
は
悪
い
と
は
思
わ
な
い
︒

同
様
に
︑
自
分
が
死
人
の
髪
を
抜
く
の
も
餓
死
し
な
い
た
め
に
仕
方
な
く
し
て

い
る
こ
と
で
あ
っ
て
︑
悪
い
と
は
思
わ
な
い
︒
女
も
自
分
が
悪
い
事
を
し
て
い

た
の
を
知
っ
て
い
る
か
ら
︑自
分
が
悪
い
事
を
し
て
も
許
し
て
く
れ
る
だ
ろ
う
︒

│
│
こ
の
よ
う
な
論
理
を
聞
い
て
︑
下
人
は
︿
で
は
︑
己
が
引
剝
を
し
よ
う
と

恨
む
ま
い
な
﹀
と
言
っ
て
︑
老
婆
の
着
物
を
奪
っ
て
逃
走
す
る
の
で
あ
る
︒
こ

の
論
理
の
奇
妙
さ
は
後
に
論
じ
る
が
︑
三
好
は
︑
こ
こ
で
二
人
は
︿
生
き
る
た

め
に
し
か
た
の
な
い
悪
の
な
か
で
お
互
い
の
悪
を
許
し
あ
っ
た
﹀
と
言
う
︒
そ

し
て
︑
下
人
は
︑
生
の
極
限
状
況
に
お
い
て
は
人
は
悪
を
許
し
合
う
も
の
だ
︑

と
い
う
認
識
を
得
た
こ
と
に
よ
っ
て
︑
そ
れ
ま
で
積
極
的
に
肯
定
で
き
な
か
っ

た
盗
人
に
な
る
勇
気
が
出
た
と
述
べ
て
い
る
︒

三
好
は
︑
こ
の
論
理
を
補
強
す
る
た
め
に
︑︿
飢
餓
の
極
限
に
あ
ら
わ
れ
る
悪

の
か
た
ち
と
い
う
一
点
﹀
で
接
点
を
持
つ
大
岡
昇
平
の
﹁
野
火
﹂
に
言
及
す
る
︒

︿
食
人
肉
と
死
体
の
冒
瀆
と
の
︑
こ
と
の
軽
重
に
こ
だ
わ
る
必
要
は
あ
る
ま
い
︒

い
ず
れ
も
神
を
お
そ
れ
ぬ
悪
で
あ
る
﹀
と
言
い
︑﹁
野
火
﹂
に
あ
っ
て
は
︿
神
﹀

が
現
れ
る
が
︑﹁
羅
生
門
﹂
に
お
い
て
は
︑︿
神
﹀
は
不
在
で
︑
救
済
は
な
く
︑

た
だ
お
互
い
に
許
し
合
う
と
い
う
︿
倫
理
の
終
焉
す
る
場
所
﹀
が
現
れ
る
だ
け

だ
と
言
う
︒

続
い
て
︑
三
好
は
﹁
野
火
﹂
と
比
較
す
る
と
︑﹁
羅
生
門
﹂
は
舞
台
を
昔
に
設

定
し
た
た
め
に
︿
読
者
へ
の
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
問
い
か
け
が
欠
け
て
い
る
﹀
と

言
い
︑
小
説
世
界
は
︿
作
家
の
立
っ
て
い
る
地
平
と
は
異
っ
た
次
元
に
︑
同
時

代
の
な
ま
な
ま
し
い
体
臭
を
喪
失
し
た
︑
閉
鎖
的
な
時
空
と
し
て
出
現
す
る
﹀

と
言
う
︒
そ
れ
は
ま
た
︑
芥
川
が
︿
醒
め
た
語
り
手
と
し
て
の
姿
勢
を
最
後
ま

で
崩
さ
な
い
﹀
た
め
で
も
あ
っ
て
︑︿﹁
羅
生
門
﹂
の
苛
烈
な
生
の
葛
藤
は
﹁
旧

記
﹂
に
封
じ
ら
れ
た
遠
い
記
憶
と
し
て
︑
現
代
と
断
た
れ
た
歴
史
的
時
間
の
な

か
の
ド
ラ
マ
と
い
う
印
象
を
消
せ
な
い
︒
読
者
は
し
ば
し
ば
︑
伝
説
の
霧
に
つ

つ
ま
れ
た
十
二
世
紀
の
も
の
が
た
り
し
か
︑
そ
こ
に
読
ま
な
い
の
で
あ
る
︒﹀
と

言
う
︒
三
好
は
﹁
羅
生
門
﹂
が
﹁
野
火
﹂
に
比
べ
る
と
迫
真
性
が
足
り
な
い
こ

と
を
指
摘
し
つ
つ
︑
そ
れ
は
芥
川
が
あ
え
て
選
ん
だ
方
法
で
あ
っ
た
と
言
う
の

で
あ
る
︒
し
か
し
︑
三
好
は
︑
迫
真
性
が
な
い
か
ら
と
い
っ
て
︑
作
者
に
と
っ

て
小
説
の
主
題
が
切
実
な
も
の
で
な
か
っ
た
と
は
言
え
な
い
と
考
え
る
︒
大
正

六
年
の
短
篇
集
﹃
羅
生
門
﹄
の
エ
ピ
グ
ラ
フ
に
︿
君
看
雙
眼
色
／
不
語
似
無
愁
﹀

が
選
ば
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
︑芥
川
は
直
接
は
語
ら
な
い
が
︑深
い
愁
い
を
持
っ

て
い
た
と
推
測
す
る
︒
芥
川
は
︑︿
人
間
の
原
風
景
﹀
と
し
て
︑
︿
精
神
性
を
ま

る
ご
と
剝
離
さ
れ
た
生
の
裸
形
﹀
を
見
て
い
た
の
で
あ
り
︑︿
そ
の
む
き
だ
し
の

我
執
は
も
は
や
罪
で
は
な
く
︑
人
間
存
在
の
ま
ぬ
が
れ
が
た
い
石
の
よ
う
な
事

実
で
あ
る
﹀
と
い
う
認
識
を
持
っ
て
い
た
︒
そ
れ
が
﹁
羅
生
門
﹂
の
底
に
秘
め

ら
れ
て
い
る
芥
川
の
深
い
愁
い
だ
︑
と
言
う
︒

最
後
に
︑
三
好
は
︑
小
説
の
擱
筆
の
一
文
が
初
出
時
か
ら
改
変
さ
れ
た
こ
と

に
注
目
す
る
︒
初
出
で
は
︿
下
人
は
︑
既
に
︑
雨
を
冒
し
て
︑
京
都
の
町
へ
強

盗
を
働
き
に
急
ぎ
つ
ゝ
あ
つ
た
︒﹀
で
あ
っ
た
の
が
︑
大
正
六
年
五
月
の
単
行
本

﹃
羅
生
門
﹄
収
録
時
に
は
︑
そ
の
文
末
が
︿
急
い
で
ゐ
た
︒﹀
と
変
え
ら
れ
︑
さ

ら
に
大
正
七
年
七
月
の
単
行
本
﹃
鼻
﹄
収
録
時
に
は
︿
下
人
の
行
方
は
︑
誰
も

知
ら
な
い
︒﹀
と
変
更
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
︑
三
好
は
︑
こ
の
改
変
は
︑
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芥
川
が
小
説
の
必
然
の
結
び
を
発
見
し
た
か
ら
だ
と
言
う
︒
小
説
の
結
び
と
し

て
は
︑
下
人
が
︿︿
無
明
の
闇
﹀
の
か
な
た
に
放
逐
さ
れ
﹀
る
最
終
形
が
必
然
だ

が
︑
初
出
で
は
︑
ま
だ
語
り
手
︵
芥
川
︶
は
下
人
の
そ
の
後
を
見
よ
う
と
し
て

お
り
︑︿
下
人
を
空
無
の
か
な
た
に
置
き
ざ
り
に
﹀し
た
く
な
い
と
考
え
て
い
た
︒

し
か
し
︑﹃
鼻
﹄
収
録
時
に
は
︑
芥
川
の
虚
無
感
が
深
ま
り
︑
小
説
の
必
然
で
あ
っ

た
一
文
に
辿
り
着
い
た
と
言
う
の
で
あ
る
︒

＊

三
好
論
を
乱
暴
に
要
約
す
れ
ば
︑
次
の
よ
う
に
な
ろ
う
︒
芥
川
は
︑
人
間
は

も
と
も
と
善
な
る
存
在
で
は
な
く
︑
ど
う
に
も
な
ら
な
い
我
執
を
持
っ
て
生
き

て
い
る
も
の
だ
と
考
え
て
い
る
︒
極
限
状
態
で
は
そ
れ
が
む
き
出
し
に
な
り
︑

︿
凶
々
し
く
︑
け
も
の
じ
み
た
衝
動
﹀
に
従
う
こ
と
に
な
る
が
︑
人
は
そ
れ
を
許

し
合
っ
て
生
き
る
し
か
な
い
︒﹁
羅
生
門
﹂
は
︑
人
が
普
通
持
っ
て
い
る
︿
禁
忌

の
感
覚
﹀
を
持
っ
て
い
た
下
人
が
︑
極
限
状
態
に
お
か
れ
た
こ
と
で
︑
生
き
る

た
め
に
仕
方
な
く
す
る
悪
は
許
し
合
う
し
か
な
い
と
い
う
苦
い
認
識
を
手
に
入

れ
る
小
説
で
あ
る
︒﹁
羅
生
門
﹂
は
一
見
︑
迫
真
性
が
な
い
よ
う
に
見
え
る
が
︑

そ
れ
は
︿
醒
め
た
語
り
手
﹀
を
設
定
し
て
歴
史
小
説
の
形
で
書
い
て
い
る
か
ら

で
あ
る
︒
こ
の
方
法
は
︑
実
は
︑
芥
川
が
見
た
︿
人
間
の
原
風
景
﹀︑
自
身
の
︿
心

情
の
暗
部
﹀
を
韜
晦
し
な
が
ら
語
る
た
め
に
選
ば
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
︒﹁
羅

生
門
﹂
は
︿
下
人
の
行
方
は
︑
誰
も
知
ら
な
い
︒﹀
と
結
ぶ
こ
と
に
よ
っ
て
︑︿
無

明
の
闇
﹀
の
存
在
を
的
確
に
描
く
こ
と
に
成
功
し
た
︒
│
│
極
め
て
論
理
明
晰

な
論
で
︑
こ
の
よ
う
に
読
む
三
好
が
﹁
羅
生
門
﹂
を
︿
最
初
の
傑
作
﹀
と
呼
ぶ

の
も
首
肯
で
き
る
︒
ち
な
み
に
︑
先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
︑
三
好
は
︑
芥
川
の

︿
愉
快
な
小
説
﹀
と
い
う
回
想
に
つ
い
て
は
︑︿
信
じ
が
た
い
﹀
と
言
い
︑︿﹁
羅

生
門
﹂
の
世
界
は
︑
恋
愛
の
破
局
が
龍
之
介
の
内
部
に
開
い
た
世
界
と
ぴ
っ
た

り
と
対
応
し
て
い
る
︒
そ
の
ゆ
え
に
沈
鬱
で
暗
い
︒﹀
と
述
べ
て
い
る(

�
)

︒
ま
た
︑

三
好
は
︑︿﹁
羅
生
門
﹂
が
成
立
す
る
た
め
に
︑
失
恋
の
経
験
は
︿
柔
か
な
引
き

金
﹀
で
あ
っ
た
︒
そ
れ
は
否
定
で
き
な
い
に
し
て
も
︑
そ
の
経
験
が
な
け
れ
ば
︑

﹁
羅
生
門
﹂
の
世
界
は
不
可
能
だ
っ
た
と
は
決
し
て
い
え
な
い
︒︵
略
︶
失
恋
事

件
は
い
わ
ば
感
傷
を
思
想
に
変
え
る
契
機
で
あ
っ
た
︒﹀
と
も
述
べ
て
い
る
︒

た
し
か
に
︑
作
者
が
︿
愉
快
な
小
説
﹀
と
し
て
書
い
た
つ
も
り
で
も
︑
意
識
下

に
封
じ
込
め
て
い
た
感
覚
が
浮
か
び
上
が
っ
て
き
た
た
め
に
︑
深
刻
な
小
説
と

し
て
出
来
上
が
っ
て
し
ま
う
こ
と
も
あ
り
得
る
︒
三
好
に
よ
れ
ば
︑芥
川
は︿
存

在
す
る
こ
と
の
十
字
架
を
負
わ
さ
れ
た
人
間
の
孤
独
な
原
風
景
を
見
て
し
ま
っ

て
い
た(


)

﹀
の
で
あ
っ
て
︑
そ
れ
が
︿
愉
快
な
小
説
﹀
を
書
こ
う
と
い
う
意
図
を

裏
切
っ
て
現
れ
た
︑
と
考
え
て
い
る
の
だ
ろ
う
︒

三
好
行
雄
の
言
う
芥
川
の
人
間
観
・
世
界
観
に
つ
い
て
は
︑
首
肯
で
き
な
く

は
な
い
が
︑﹁
羅
生
門
﹂
は
果
た
し
て
そ
れ
が
反
映
し
た
深
刻
で
暗
い
小
説
な
の

だ
ろ
う
か
︒
以
下
︑
三
好
の
論
に
反
駁
し
つ
つ
︑﹁
羅
生
門
﹂
を
読
み
直
し
て
み

た
い
︒

三

下
人
の
変
化

こ
の
小
説
の
筋
立
て
を
一
文
で
要
約
す
れ
ば
︑
次
の
よ
う
に
な
る
︒
職
を
失

い
︑
餓
死
し
な
い
た
め
に
は
盗
人
に
な
る
し
か
な
い
と
思
い
つ
つ
︑
た
め
ら
っ

て
い
た
下
人
が
︑
羅
生
門
上
で
老
婆
の
話
を
聞
い
て
︑
盗
人
に
な
る
勇
気
が
出
︑

引
剝
を
し
た
う
え
︑
町
に
強
盗
を
し
に
行
く
話
︒
│
│
だ
と
す
れ
ば
︑
小
説
の

主
眼
は
︑
下
人
が
盗
人
に
な
る
勇
気
が
出
る
過
程
に
置
か
れ
る
こ
と
に
な
る
は
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ず
で
あ
る
︒
下
人
の
心
情
の
変
化
︑
そ
れ
を
書
く
の
が
主
眼
の
小
説
と
言
え
る

だ
ろ
う
︒

ま
ず
︑
下
人
が
ど
ん
な
人
間
と
し
て
設
定
さ
れ
て
い
る
か
を
見
て
お
こ
う
︒

下
人
は
︑︿
永
年
︑
使
は
れ
て
ゐ
た
主
人
か
ら
︑
暇
を
出
さ
れ
た
﹀
と
あ
る
が
︑

面
皰
が
出
来
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
見
る
と
︑
お
そ
ら
く
は
二
十
代
の
若
者
で
あ

ろ
う
︒︿
永
年
﹀
を
仮
に
十
年
く
ら
い
と
す
れ
ば
︑
十
代
半
ば
く
ら
い
か
ら
真
面

目
に
勤
め
て
︑
二
十
代
半
ば
く
ら
い
に
な
っ
て
暇
を
出
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
に

な
る
︒
家
族
に
つ
い
て
は
全
く
言
及
が
な
い
と
こ
ろ
を
見
る
と
︑
両
親
も
妻
子

も
な
い
と
考
え
る
の
が
妥
当
だ
ろ
う
か
︒
こ
の
下
人
が
楼
上
で
死
人
の
髪
を
抜

い
て
い
る
老
婆
を
見
た
時
の
記
述
は
︑
次
の
よ
う
で
あ
る
︒

そ
の
髪
の
毛
が
︑
一
本
づ
ゝ
抜
け
る
の
に
従
つ
て
︑
下
人
の
心
か
ら
は
︑

恐
怖
が
少
し
づ
ゝ
消
え
て
行
つ
た
︒
さ
う
し
て
︑
そ
れ
と
同
時
に
︑
こ
の

老
婆
に
対
す
る
は
げ
し
い
憎
悪
が
︑
少
し
づ
ゝ
動
い
て
来
た
︒
│
│
い
や
︑

こ
の
老
婆
に
対
す
る
と
云
つ
て
は
︑
語
弊
が
あ
る
か
も
知
れ
な
い
︒
寧
︑

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
︑
饑
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
︑
饑
死
を
選
ん
だ
事
で
あ

ら
う
︒
そ
れ
ほ
ど
︑
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
︒

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

か
つ
た
︒
従
つ
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
つ
た
︒
し
か
し
下
人
に
と
つ
て
は
︑
こ
の
雨
の
夜
に
︑
こ

の
羅
生
門
の
上
で
︑
死
人
の
髪
の
毛
を
抜
く
と
云
ふ
事
が
︑
そ
れ
丈
で
既

に
許
す
可
ら
ざ
る
悪
で
あ
つ
た
︒

こ
の
下
人
は
︑
真
面
目
な
若
者
に
見
ら
れ
が
ち
な
倫
理
的
な
潔
癖
性
を
持
っ

て
い
る
よ
う
で
︑
そ
れ
ゆ
え
老
婆
の
行
為
に
対
し
て
︑
直
感
的
に
憎
悪
の
心
を

燃
や
し
︑︿
許
す
可
ら
ざ
る
悪
﹀
だ
と
感
じ
る
の
で
あ
る
︒
も
し
︑
こ
の
下
人
が
︑

酸
い
も
甘
い
も
噛
み
分
け
た
人
間
︑
清
濁
併
せ
呑
む
よ
う
な
年
の
功
を
積
ん
だ

人
間
で
あ
っ
た
ら
︑
こ
の
よ
う
な
反
応
は
し
な
か
っ
た
だ
ろ
う
︒︿
あ
ら
ゆ
る

悪
に
対
す
る
反
感
﹀
と
あ
る
と
こ
ろ
を
見
て
も
︑
こ
の
下
人
が
強
い
正
義
感
を

持
っ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
だ
ろ
う
︒
こ
の
下
人
に
と
っ
て
︑
悪
は
悪
で
あ
っ

て
そ
こ
に
レ
ベ
ル
の
差
な
ど
は
な
い
よ
う
で
あ
る
︒
ち
な
み
に
︑
こ
の
後
︑
下

人
は
︑
老
婆
が
自
分
の
勢
い
に
押
さ
れ
て
︑
︿
両
手
を
わ
な
わ
な
ふ
る
は
せ
て
﹀

い
る
こ
と
を
知
る
と
︑︿
安
ら
か
な
得
意
と
満
足
﹀
を
得
る
︒
自
分
が
老
婆
よ
り

優
位
に
立
っ
た
︑正
義
が
悪
に
勝
っ
た
と
い
う
思
い
が
そ
う
さ
せ
た
の
だ
ろ
う
︒

そ
し
て
老
婆
の
話
が
出
て
く
る
︒
先
に
引
用
し
た
よ
う
に
︑
老
婆
は
︑
髪
を

抜
い
て
い
た
女
は
︑
生
前
蛇
を
干
し
た
も
の
を
干
魚
と
偽
っ
て
売
っ
て
い
た
と

言
う
︒
女
は
悪
事
を
働
い
た
か
ら
︑
死
後
に
髪
の
毛
を
抜
か
れ
た
と
こ
ろ
で
許

す
だ
ろ
う
と
言
う
の
で
あ
る
︒
老
婆
は
︑︿
こ
う
い
う
死
人
の
多
く
は
︑
皆

そ

の
位
な
事
を
︑
さ
れ
て
も
い
ゝ
人
間
ば
か
り
で
あ
る
︒﹀
と
言
っ
て
い
る
が
︑
も

ち
ろ
ん
︑
そ
れ
は
老
婆
が
そ
う
考
え
て
い
る
だ
け
で
あ
っ
て
︑
蛇
を
売
っ
た
女

が
同
意
す
る
か
は
分
か
ら
な
い
し
︑一
般
的
に
そ
う
言
え
る
か
も
分
か
ら
な
い
︒

し
か
し
︑
老
婆
は
自
分
の
行
為
を
正
当
化
す
る
た
め
に
︑
悪
は
ほ
ぼ
等
価
だ
と

言
う
の
で
あ
る
︒
下
人
は
︑
老
婆
の
話
を
聞
い
て
い
る
う
ち
に
盗
人
に
な
る︿
勇

気
が
生
ま
れ
て
来
﹀
て
︑
次
の
よ
う
な
行
動
に
出
る
︒
こ
の
小
説
の
ハ
イ
ラ
イ
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ト
で
あ
る
︒

﹁
き
つ
と
︑
さ
う
か
︒﹂

老
婆
の
話
が
完
る
と
︑
下
人
は
嘲
る
や
う
な
声
で
念
を
押
し
た
︒
さ
う

し
て
︑
一
足
前
へ
出
る
と
︑
不
意
に
右
の
手
を
面
皰
か
ら
離
し
て
︑
老
婆

の
襟
上
を
つ
か
み
な
が
ら
︑
噛
み
つ
く
や
う
に
か
う
云
つ
た
︒

﹁
で
は
︑
己
が
引
剝
を
し
よ
う
と
恨
む
ま
い
な
︒
己
も
さ
う
し
な
け
れ

ば
︑
饑
死
を
す
る
体
な
の
だ
︒﹂

下
人
は
︑
す
ば
や
く
︑
老
婆
の
着
物
を
剝
ぎ
と
つ
た
︒
そ
れ
か
ら
︑
足

に
し
が
み
つ
か
う
と
す
る
老
婆
を
︑
手
荒
く
屍
骸
の
上
に
蹴
倒
し
た
︒
梯

子
の
口
ま
で
は
︑
僅
に
五
歩
を
数
へ
る
ば
か
り
で
あ
る
︒
下
人
は
︑
剝
ぎ

と
つ
た
檜
皮
色
の
着
物
を
わ
き
に
か
ゝ
へ
て
︑
ま
た
ゝ
く
間
に
急
な
梯
子

を
夜
の
底
へ
か
け
下
り
た
︒

︿
不
意
に
右
の
手
を
面
皰
か
ら
離
し
て
﹀
と
あ
る
が
︑
面
皰
は
こ
れ
ま
で
三
回

言
及
さ
れ
︑
下
人
が
気
に
し
て
い
た
こ
と
が
書
か
れ
て
い
る
︒
す
で
に
多
く
議

論
さ
れ
て
い
る
箇
所
だ
が
︑
面
皰
を
気
に
す
る
の
は
他
人
の
目
を
気
に
す
る
こ

と
の
比
喩
で
あ
る
か
ら
︑
こ
の
場
面
で
は
︑
下
人
は
他
人
の
目
を
も
は
や
気
に

し
な
い
よ
う
に
な
っ
て
い
る
と
捉
え
る
こ
と
が
出
来
る
︒
下
人
は
︑︿
嘲
る
や

う
に
﹀︑
ま
た
︿
噛
み
つ
く
や
う
に
﹀
老
婆
に
言
い
渡
し
︑
着
物
を
奪
い
︑
し
が

み
つ
く
老
婆
を
蹴
倒
し
て
︑
走
り
出
す
︒
こ
の
と
き
︑
下
人
は
弱
い
者
い
じ
め

を
す
る
よ
う
な
快
感
を
得
て
い
る
の
だ
ろ
う
︒
下
人
は
そ
れ
ま
で
の
逡
巡
を
止

め
︑
弱
い
も
の
を
倒
し
て
︑
果
敢
に
行
動
す
る
人
間
に
変
身
し
て
い
る
の
で
あ

る
︒

と
こ
ろ
で
︑
下
人
の
心
に
︿
或
勇
気
が
生
ま
れ
て
来
た
﹀
の
は
︑
ど
の
よ
う

な
経
緯
な
の
だ
ろ
う
か
︒
突
然
︑
果
敢
な
行
動
者
に
変
身
し
た
の
は
な
ぜ
な
の

だ
ろ
う
か
︒
そ
れ
が
こ
の
小
説
の
肝
心
な
と
こ
ろ
で
あ
る
の
だ
が
︑
実
は
︑
小

説
中
で
は
明
確
に
説
明
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
︒
不
審
で
は
あ
る
が
︑
従
来

は
︑
あ
え
て
説
明
し
な
か
っ
た
と
考
え
︑
こ
の
下
人
の
変
化
に
つ
い
て
様
々
な

推
測
が
お
こ
な
わ
れ
て
来
た
の
で
あ
る
︒
た
と
え
ば
︑
三
好
は
︿
蛇
を
切
売
り

し
た
女
と
︑
女
の
髪
の
毛
を
抜
く
老
婆
と
︑
そ
の
老
婆
の
着
衣
を
剝
ぐ
下
人
と
︑

か
れ
ら
は
傷
つ
い
た
犬
が
傷
口
を
嘗
め
あ
う
よ
う
に
︑
生
き
る
た
め
に
し
か
た

の
な
い
悪
の
な
か
で
お
互
い
の
悪
を
許
し
あ
っ
た
﹀
と
言
い
︑
許
し
合
う
世
界
︑

︿
倫
理
が
終
焉
す
る
場
所
﹀
が
現
前
し
た
こ
と
が
変
化
の
理
由
だ
と
考
え
て
い

る
︒
し
か
し
︑
小
説
中
に
は
老
婆
が
下
人
に
引
剝
を
許
し
て
い
る
と
読
め
る
記

述
は
な
い
し
︑
も
し
︑
許
し
て
い
る
の
な
ら
︑︿
足
に
し
が
み
つ
か
う
﹀
と
は
し

な
い
は
ず
で
あ
る
︒
女
も
含
め
て
︿
お
互
い
の
悪
を
許
し
あ
っ
た
﹀
と
い
う
根

拠
は
な
い
の
で
あ
る
︒
で
は
︑
下
人
は
ど
の
よ
う
な
認
識
に
至
っ
た
の
か
︒

下
人
は
︑︿
で
は
︑
己
が
引
剝
を
し
よ
う
と
恨
む
ま
い
な
︒
己
も
さ
う
し
な
け

れ
ば
︑
饑
死
を
す
る
体
な
の
だ
︒﹀
と
言
う
︒
こ
の
と
き
︑
下
人
は
︑
死
人
の
髪

を
抜
く
こ
と
の
悪
と
︑
生
き
て
い
る
人
間
の
着
物
を
引
剝
す
る
こ
と
の
悪
は
︑

等
価
だ
と
判
断
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
︒
あ
る
い
は
︑
蛇
の
切
り
売
り
を
す
る

こ
と
と
︑
死
人
の
髪
を
抜
く
こ
と
が
ほ
ぼ
等
価
だ
と
老
婆
が
勝
手
に
判
断
し
た

よ
う
に
︑
自
分
も
そ
れ
を
勝
手
に
等
価
だ
と
判
断
し
て
い
い
と
考
え
た
の
だ
ろ

う
か
︒
あ
る
い
は
︑
さ
ら
に
︑
悪
を
お
こ
な
っ
た
人
間
は
悪
を
受
け
る
に
値
す

る
︑
悪
を
一
切
お
こ
な
っ
た
こ
と
が
な
い
人
間
は
い
な
い
か
ら
︑
ど
ん
な
人
間

で
も
悪
を
受
け
る
に
値
す
る
︑
し
た
が
っ
て
引
剝
は
許
さ
れ
る
︑
と
い
う
三
段

論
法
を
自
分
の
中
で
展
開
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
︒
│
│
下
人
が
こ
の
後
︑
京
の
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町
に
強
盗
し
に
急
ぐ
と
こ
ろ
を
見
る
と
︑
今
挙
げ
た
三
つ
の
考
え
の
う
ち
で
妥

当
な
の
は
︑
三
つ
目
の
考
え
で
あ
ろ
う
︒
つ
ま
り
︑
誰
で
も
何
か
悪
を
し
て
い

る
の
だ
か
ら
︑
自
分
が
悪
を
し
て
も
構
わ
な
い
︒
そ
う
考
え
︑
引
剝
や
強
盗
を

す
る
こ
と
を
正
当
化
し
た
と
考
え
る
べ
き
だ
ろ
う
︒
も
ち
ろ
ん
︑
こ
の
考
え
は
︑

悪
の
レ
ベ
ル
を
考
え
な
い
幼
稚
な
考
え
だ
が
︑
も
し
︑
下
人
が
論
理
を
獲
得
し

た
︑
あ
る
い
は
認
識
を
変
化
さ
せ
た
と
考
え
る
な
ら
︑
そ
う
考
え
る
し
か
な
い

だ
ろ
う
︒
下
人
は
︑﹁
生
き
る
た
め
に
仕
方
な
い
状
況
下
で
は
︑
必
要
最
低
限
の

悪
は
許
さ
れ
る
﹂
で
は
な
く
︑﹁
ど
ん
な
悪
で
も
許
さ
れ
る
﹂
と
い
う
よ
う
に
飛

躍
し
た
考
え
に
至
り
着
い
た
と
考
え
ら
れ
る
︵
も
っ
と
も
︑
下
人
は
人
殺
し
な

ど
を
す
る
気
は
な
い
よ
う
で
︑﹁
ど
ん
な
悪
﹂
と
言
っ
て
も
︑
引
剝
︑
強
盗
く
ら

い
な
の
だ
ろ
う
が
︶
︒

た
だ
し
︑
こ
れ
は
下
人
が
何
ら
か
の
論
理
を
得
た
と
考
え
た
場
合
で
あ
る
︒

先
ほ
ど
引
用
し
た
場
面
で
は
︑
下
人
は
︿
﹁
き
っ
と
︑
さ
う
か
︒
﹂
﹀
と
︿
念
を
押

し
た
﹀
の
ち
︑
老
婆
の
答
え
を
確
認
し
な
い
し
︑
自
分
の
論
理
も
披
瀝
し
な
い

し
︑
老
婆
の
理
屈
に
従
っ
て
引
剝
を
し
て
も
い
い
か
︑
と
も
聞
い
て
い
な
い
︒

こ
の
問
答
無
用
ぶ
り
を
見
る
と
︑
下
人
は
︑
論
理
に
従
っ
て
行
動
し
て
い
る
の

で
は
な
く
︑
た
だ
感
情
に
従
っ
て
行
動
し
て
い
る
と
考
え
る
方
が
自
然
で
は
な

い
か
︒

下
人
が
変
化
す
る
場
面
の
記
述
を
も
う
一
度
確
認
し
て
お
こ
う
︒

之
を
聞
い
て
ゐ
る
中
に
︑
下
人
の
心
に
は
︑
或
勇
気
が
生
ま
れ
て
来
た
︒

そ
れ
は
︑
さ
つ
き
門
の
下
で
︑
こ
の
男
に
は
欠
け
て
ゐ
た
勇
気
で
あ
る
︒

さ
う
し
て
︑
又
さ
つ
き
こ
の
門
の
上
へ
上
つ
て
︑
こ
の
老
婆
を
捕
へ
た
時

の
勇
気
と
は
︑
全
然
︑
反
対
な
方
向
に
動
か
う
と
す
る
勇
気
で
あ
る
︒

︿
老
婆
を
捕
へ
た
時
の
勇
気
﹀
と
は
︑
︿
許
す
可
ら
ざ
る
悪
﹀
を
退
治
す
る
勇

気
で
あ
る
が
︑
そ
れ
が
こ
の
と
き
一
転
し
て
︑
盗
人
に
な
る
勇
気
︵
悪
を
お
こ

な
う
勇
気
︶
が
出
て
来
た
︒
下
人
は
︑
唐
突
に
正
義
感
を
抛
擲
し
︑
悪
人
に
変

身
し
よ
う
と
す
る
︒
俗
な
言
い
方
を
す
れ
ば
︑
正
義
の
味
方
が
急
に
悪
の
味
方

に
変
身
す
る
の
で
あ
る
︵
ち
な
み
に
︑
冗
語
と
し
て
言
え
ば
︑
こ
の
場
面
で
︑

下
人
は
︑
生
き
る
た
め
に
︑
老
婆
に
弟
子
入
り
し
て
︑
死
人
の
髪
の
毛
を
鬘
に

し
て
売
る
商
売
人
に
な
る
こ
と
を
考
え
て
も
い
い
は
ず
だ
が
︑
下
人
に
は
そ
の

よ
う
な
選
択
肢
は
一
切
見
え
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
︶
︒
老
婆
を
蹴
倒
し
て
着

物
を
引
剝
し
︑
自
分
が
生
き
る
と
い
う
の
は
︑﹃
罪
と
罰
﹄
か
ら
得
た
発
想
な
の

か
も
知
れ
な
い
が
︑
い
ず
れ
に
せ
よ
︑
こ
の
よ
う
な
急
激
な
心
の
変
化
は
︑
理

解
し
づ
ら
い
︒
無
理
に
説
明
し
よ
う
と
す
れ
ば
︑
次
の
よ
う
な
こ
と
に
な
る
だ

ろ
う
︒
先
に
︑
下
人
が
倫
理
的
に
潔
癖
な
若
者
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
が
︑

だ
と
す
れ
ば
︑
こ
の
下
人
に
と
っ
て
︑
世
界
は
善
か
悪
か
︑
白
か
黒
か
と
い
う

よ
う
に
︑
二
つ
に
分
け
ら
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
︒
善
と
も
悪
と
も
つ
か
ぬ

グ
レ
ー
な
領
域
は
な
く
︑
悪
は
悪
で
あ
っ
て
︑
悪
の
レ
ベ
ル
な
ど
は
問
題
で
な

い
と
い
う
単
純
な
世
界
観
を
持
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
︒
そ
う
考
え
れ
ば
︑

下
人
が
︑
正
義
で
は
生
き
ら
れ
な
い
と
思
っ
た
と
た
ん
︑
悪
党
に
な
る
決
意
が

生
ま
れ
た
の
も
理
解
で
き
よ
う
︒
下
人
の
持
っ
て
い
た
︿
あ
ら
ゆ
る
悪
へ
の
反

感
﹀
は
︑
反
転
し
て
︑
﹁
あ
ら
ゆ
る
善
へ
の
反
感
﹂︵
あ
る
い
は
﹁
あ
ら
ゆ
る
悪

へ
の
共
感
﹂︶
に
移
行
し
た
の
で
あ
る
︒
下
人
の
心
の
変
化
は
こ
の
よ
う
な
も

の
で
あ
っ
た
︒
│
│
た
だ
し
︑
普
通
︑
大
人
は
こ
う
は
な
ら
な
い
︒
こ
の
よ
う

な
世
界
観
を
持
っ
て
︑
こ
の
よ
う
に
変
化
す
る
の
は
︑
小
中
学
生
く
ら
い
だ
ろ

う
︒
小
説
で
は
︑
下
人
は
二
〇
代
半
ば
の
若
者
と
想
定
さ
れ
て
い
る
が
︑
と
す
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れ
ば
︑
下
人
の
心
は
こ
の
よ
う
に
純
粋
︵
幼
稚
︶
だ
っ
た
と
考
え
る
し
か
な
い
︒

以
上
の
こ
と
を
勘
案
す
る
と
︑
下
人
は
︑
老
婆
の
話
を
聞
い
て
み
ず
か
ら
の

論
理
を
編
み
出
し
た
の
で
は
な
く
︑
純
粋
︵
幼
稚
︶
な
心
の
持
ち
主
で
あ
っ
た

の
で
︑
直
情
的
に
︑
悪
に
走
っ
た
と
考
え
る
べ
き
だ
ろ
う
︒
そ
し
て
︑
お
そ
ら

く
は
︑
老
婆
を
蹴
倒
し
た
と
き
に
悪
の
快
感
に
も
目
覚
め
た
の
だ
ろ
う
︒
そ
う

読
め
ば
︑
こ
の
小
説
が
︿
愉
快
な
小
説
﹀
で
あ
る
所
以
も
理
解
で
き
よ
う
︒
論

理
的
に
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︑
他
人
の
目
を
気
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︑

倫
理
︑
法
律
を
守
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
│
│
そ
の
よ
う
な
こ
と
を
考
え
て
い

る
と
鬱
陶
し
く
て
仕
方
な
い
の
で
︑
そ
れ
ら
善
人
の
規
範
を
棄
て
て
︑
好
き
勝

手
に
生
き
る
悪
党
に
変
身
し
て
み
た
い
︒
そ
の
よ
う
な
︿
愉
快
な
﹀
生
き
方
を

し
て
み
た
い
︒
﹁
羅
生
門
﹂
は
芥
川
の
そ
の
よ
う
な
願
い
が
反
映
し
た
︑
お
と
ぎ

話
の
よ
う
な
小
説
な
の
で
あ
る
︒

四

︿
愉
快
な
小
説
﹀

三
好
行
雄
は
︑
︿
い
か
に
も
唐
突
な
類
推
に
見
え
る
か
も
し
れ
な
い
が
︑
﹁
羅

生
門
﹂
の
読
者
は
︑
大
岡
昇
平
の
﹁
野
火
﹂
を
想
起
す
る
自
由
を
も
つ
︒
﹀
と
言

う
︒
し
か
し
︑
右
に
見
た
よ
う
に
︑
こ
の
小
説
は
戦
争
中
の
食
人
肉
の
よ
う
な

深
刻
な
問
題
に
関
わ
っ
て
い
る
と
は
思
え
な
い
︵
三
好
が
自
然
と
そ
れ
を
想
起

す
る
の
は
︑
お
そ
ら
く
︑
自
身
が
戦
時
下
に
青
春
時
代
を
過
ご
し
て
い
た
か
ら

だ
ろ
う
︶︒︿
食
人
肉
と
死
体
の
冒
瀆
と
の
︑
こ
と
の
軽
重
に
こ
だ
わ
る
必
要
は

あ
る
ま
い
﹀
と
言
う
が
︑
や
は
り
︑
こ
と
の
深
刻
さ
は
格
段
に
違
う
︒
下
人
は
︑

老
婆
に
髪
の
毛
を
抜
い
て
い
る
と
言
わ
れ
た
と
き
に
︑︿
老
婆
の
答
が
存
外
︑
平

凡
な
の
に
失
望
﹀
す
る
が
︑
も
し
こ
の
老
婆
が
食
人
肉
を
し
て
い
た
の
な
ら
︑

こ
の
小
説
は
三
好
の
言
う
よ
う
な
深
刻
な
も
の
に
な
っ
た
だ
ろ
う
︒
芥
川
は
︑

深
刻
な
小
説
に
す
る
こ
と
も
出
来
た
は
ず
だ
が
︑
あ
え
て
︑
老
婆
が
髪
の
毛
を

抜
い
て
鬘
に
す
る
と
い
う
︿
平
凡
﹀
な
行
為
を
し
て
い
た
こ
と
に
し
て
︑
そ
れ

を
避
け
た
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
︒

こ
の
小
説
は
︑
法
律
︑
倫
理
︑
人
目
な
ど
を
気
に
せ
ず
︑
自
由
な
行
動
を
す

る
よ
う
に
な
る
若
者
を
描
い
た
も
の
と
言
え
る
が
︑
そ
れ
は
︑
良
識
あ
る
大
人

の
顰
蹙
を
買
う
︒
三
好
に
倣
っ
て
半
ば
冗
語
と
し
て
言
え
ば
︑
こ
の
小
説
の
読

者
は
︑
尾
崎
豊
の
﹁

の
夜
﹂
を
想
起
す
る
自
由
を
も
つ
︒
︿
盗
ん
だ
バ
イ
ク
で

15

走
り
出
す

行
く
先
も
解
か
ら
ぬ
ま
ま
／
暗
い
夜
の
帳
り
の
中
へ
／
誰
に
も
縛

ら
れ
た
く
な
い
と

逃
げ
込
ん
だ
こ
の
夜
に
／
自
由
に
な
れ
た
気
が
し
た

15

の
夜
﹀︒
盗
ん
だ
バ
イ
ク
で
走
り
出
し
た
少
年
は
︑
そ
ん
な
こ
と
で
も
し
な
け

れ
ば
︑
や
り
ば
の
な
い
鬱
々
し
た
思
い
に
耐
え
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
︒

良
識
あ
る
大
人
に
は
非
難
さ
れ
る
が
︑
少
年
が
一
瞬
だ
け
で
も
︑
愉
快
な
気
分

を
味
わ
え
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
︒
下
人
も
同
様
で
︑
何
れ
検
非
違
使
に
で
も

捕
ま
る
の
だ
ろ
う
が
︑﹁
自
由
に
な
れ
た
気
が
し
た
﹂こ
と
が
大
事
な
の
で
あ
る
︒

﹁
羅
生
門
﹂
は
︑
そ
の
意
味
で
︑
良
識
あ
る
大
人
に
は
容
易
に
批
判
さ
れ
う
る
小

説
な
の
で
あ
る
︒
青
年
向
け
の
リ
ア
ル
で
な
い
読
み
物
︑
一
種
の
痛
快
な
お
と

ぎ
話
と
言
え
る
だ
ろ
う
︒
芥
川
は
︑
恋
愛
問
題
で
沈
ん
だ
心
を
︑
こ
う
し
た
滅

茶
苦
茶
な
行
動
を
す
る
青
年
を
書
く
こ
と
に
よ
っ
て
︑
晴
ら
し
た
か
っ
た
の
だ

ろ
う
︒
下
人
の
行
方
を
心
配
す
る
の
は
︑
も
ち
ろ
ん
︑
野
暮
な
こ
と
で
あ
る
︒

芥
川
は
︑﹃
今
昔
物
語
集
﹄
に
つ
い
て
︑
後
年
︑︿
﹃
今
昔
物
語
﹄
の
芸
術
的
生

命
は
生
ま
々
々
し
さ
だ
け
に
は
終
つ
て
ゐ
な
い
︒
そ
れ
は
紅
毛
人
の
言
葉
を
借

り
れ
ば
︑
b
ru
ta
lity
︵
野
性
︶
の
美
し
さ
で
あ
る
︒
或
は
優
美
と
か
華
奢
と
か

に
は
最
も
縁
の
遠
い
美
し
さ
で
あ
る
︒
﹀
と
述
べ
て
い
る(

�
)

︒
王
朝
貴
族
の
洗
練

さ
れ
た
文
化
を
虚
飾
に
彩
ら
れ
た
も
の
と
見
れ
ば
︑﹃
今
昔
物
語
集
﹄
を
﹁
文
化
﹂
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に
囚
わ
れ
ず
︑
自
由
に
行
動
す
る
逞
し
い
人
間
た
ち
を
描
い
た
も
の
と
見
︑
そ

こ
に
︿
野
性
の
美
し
さ
﹀
を
見
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
︒
芥
川
は
︑
そ
こ
に
惹

か
れ
て
﹁
羅
生
門
﹂
な
ど
の
歴
史
小
説
を
書
い
た
の
で
あ
ろ
う
︒
実
は
︑
三
好

も
そ
の
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
︒
︿
か
れ
ら
の
我
執
は
︑
裏
が
え
せ
ば
︑
生
き
の

び
ね
ば
な
ら
ぬ
人
間
の
意
志
で
あ
る
︒
そ
の
野
性
を
秘
め
た
人
間
の
生
命
力

に
︑
龍
之
介
が
状
況
を
切
り
裂
く
生
の
バ
イ
タ
リ
テ
ィ
を
す
こ
し
も
見
て
い
な

か
っ
た
︑
と
い
え
ば
嘘
に
な
る
︒
﹀
と
言
う
よ
う
に
︑
﹁
羅
生
門
﹂
は
︑
規
範
を

打
ち
破
っ
て
行
動
す
る
下
人
を
書
い
た
も
の
だ
と
い
う
見
方
が
可
能
で
あ
る
こ

と
に
気
づ
い
て
い
る
の
で
あ
る
︒
三
好
は
︑
し
か
し
︑
そ
れ
よ
り
も
芥
川
の
︿
雙

眼
の
色
﹀
を
重
視
し
て
︑
こ
の
小
説
を
論
じ
た
︒
し
か
し
︑︿
雙
眼
の
色
﹀
は
︑

﹁
羅
生
門
﹂
に
は
︑
直
接
は
現
れ
て
い
な
い
︒
愉
快
な
﹁
羅
生
門
﹂
を
書
く
裏
に

こ
そ
︑︿
雙
眼
の
色
﹀
を
読
む
べ
き
だ
っ
た
の
で
あ
る
︒
愉
快
な
小
説
を
書
く
人

間
が
愉
快
に
生
き
て
い
る
と
は
限
ら
ず
︑
そ
の
逆
と
い
う
こ
と
も
し
ば
し
ば
あ

る
の
で
あ
っ
て
︑
芥
川
は
ま
さ
に
苦
虫
を
か
み
つ
ぶ
し
た
思
い
で
い
た
か
ら
こ

そ
︑
愉
快
な
小
説
を
書
い
た
の
で
あ
る
︒

擱
筆
の
一
文
の
改
変
に
つ
い
て
も
触
れ
て
お
こ
う
︒
三
好
は
こ
の
改
変
に

よ
っ
て
︑
下
人
を
︿
無
明
の
闇
﹀
に
放
逐
し
た
と
言
う
が
︑
こ
の
変
更
に
よ
っ

て
︑
小
説
が
変
わ
っ
た
か
と
言
え
ば
︑
実
は
何
も
変
わ
っ
て
い
な
い
︒
下
人
が

京
都
の
町
で
盗
人
に
な
る
の
は
結
び
の
一
文
が
な
く
て
も
た
し
か
で
あ
っ
て
︑

︿
下
人
の
行
方
は
︑
誰
も
知
ら
な
い
︒
﹀
と
変
更
し
た
か
ら
と
言
っ
て
︑
自
首
す

る
可
能
性
が
出
て
く
る
と
い
う
こ
と
も
あ
り
え
な
い
︒
改
変
し
た
の
は
︑
言
わ

ず
も
が
な
の
こ
と
を
言
っ
て
い
る
こ
と
に
気
が
つ
い
た
か
ら
で
は
な
い
の
か
︒

︿
下
人
の
行
方
は
︑
誰
も
知
ら
な
い
︒
﹀
は
︑
下
人
が
盗
人
に
な
り
︑
や
が
て
さ

ら
に
犯
罪
の
世
界
に
深
入
り
し
て
い
く
こ
と
を
比
喩
的
に
表
現
し
た
も
の
と
考

え
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
が
︑
そ
れ
が
︑
こ
の
小
説
の
内
容
に
ふ
さ
わ
し
か
っ

た
か
ど
う
か
は
︑
疑
問
で
あ
る
︒

＊

法
律
︑
倫
理
を
守
り
︑
人
の
目
を
気
に
し
て
生
き
る
こ
と
を
︑
既
成
の
規
範

に
従
う
こ
と
と
す
れ
ば
︑
こ
の
小
説
は
︑
規
範
を
打
ち
破
る
話
で
あ
る
︒
実
は
︑

規
範
か
ら
の
解
放
と
い
う
主
題
は
︑
芥
川
ら
こ
の
時
代
の
若
い
作
家
た
ち
に
多

く
見
ら
れ
る
主
題
で
あ
っ
た
︒

た
と
え
ば
︑
明
治
四
三
年
九
月
に
創
刊
さ
れ
た
第
二
次
﹁
新
思
潮
﹂
の
創
刊

号
を
見
て
み
よ
う
︒
裏
表
紙
に
は
︑
児
島
喜
久
雄
が
ニ
ー
チ
ェ
の
似
顔
絵
を
描

い
て
い
る
が
︑
ニ
ー
チ
ェ
は
当
時
︑
キ
リ
ス
ト
教
道
徳
を
畜
群
道
徳
と
呼
び
︑

人
間
を
小
さ
く
す
る
社
会
規
範
か
ら
の
解
放
を
主
張
す
る
本
能
主
義
の
哲
学
者

と
し
て
有
名
で
あ
っ
た
︒
創
刊
号
所
収
の
小
説
で
は
︑
真
賀
温
︵
小
泉
鉄
︶
の

﹁
紅
い
花
﹂
に
ニ
ー
チ
ェ
の
影
響
が
濃
く
見
ら
れ
る
︒
︿
僕
﹀
が
友
人
の
忠
告
の

手
紙
に
返
信
す
る
形
式
で
書
か
れ
て
い
る
小
説
で
︑
ア
ト
ラ
ン
ダ
ム
に
引
用
す

れ
ば
︑
次
の
よ
う
な
表
現
が
あ
る
︒
︿
僕
は
あ
ら
ゆ
る
欲
望
と
あ
ら
ゆ
る
行
為

と
を
是
認
し
た
﹀
︑
︿
僕
は
歓
楽
と
耽
美
と
を
希
ふ
と
共
に
漂
浪
と
脱
出
と
を
欲

す
る
の
だ
﹀
︑
︿
道
徳
と
い
ふ
も
の
ゝ
道
具
と
な
つ
て
ち
つ
ぽ
け
な
鋳
型
の
中
に

は
ま
つ
て
自
己
の
統
一
と
い
ふ
こ
と
を
計
つ
て
居
た
ク
ラ
チ
シ
ズ
ム
の
時
代

や
︑
理
想
と
か
絶
対
と
か
い
ふ
者
の
う
ち
に
隠
れ
家
を
見
出
し
て
強
い
烈
し
い

現
実
か
ら
逃
げ
込
ん
で
︑
そ
れ
で
美
し
い
︑
気
高
い
と
心
得
て
居
た
ロ
マ
ン
チ

シ
ズ
ム
の
時
代
は
疾
に
去
つ
て
仕
舞
つ
た
︒
﹀
│
│
も
ち
ろ
ん
︑
実
際
に
こ
の
よ

う
に
生
き
る
こ
と
は
不
可
能
だ
が
︑
こ
の
よ
う
な
反
道
徳
的
に
生
き
る
こ
と
へ
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の
憧
れ
は
︑
若
い
世
代
に
強
く
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
︒

も
う
少
し
後
の
例
を
挙
げ
よ
う
︒
大
正
五
年
二
月
に
創
刊
さ
れ
た
第
四
次

﹁
新
思
潮
﹂
の
創
刊
号
に
発
表
さ
れ
た
松
岡
譲
の
﹁
罪
の
彼
方
へ
﹂
と
い
う
戯
曲

で
あ
る
︒
同
号
に
は
︑
芥
川
の
﹁
鼻
﹂
も
発
表
さ
れ
て
い
る
︒
﹁
罪
の
彼
方
へ
﹂

は
︑
イ
ン
ド
の
鴦お

う

崛く
つ

摩ま

の
伝
説
を
元
に
し
た
も
の
で
︑
お
お
よ
そ
次
の
よ
う
な

話
で
あ
る
︒
あ
る
日
︑
鴦
崛
摩
は
先
生
の
夫
人
に
誘
惑
さ
れ
る
が
︑
そ
れ
を
拒

否
し
た
と
こ
ろ
︑
先
生
に
誤
解
さ
れ
る
︒
先
生
は
︑
鴦
崛
摩
を
懲
ら
し
め
よ
う

と
し
て
︑
最
後
の
修
行
と
し
て
百
人
を
殺
し
︑
そ
の
指
を
切
っ
て
首
飾
り
を
作

れ
と
命
じ
る
︒
鴦
崛
摩
は
︑
命
令
に
従
っ
て
人
を
殺
し
て
い
く
が
︑
百
人
目
に

自
分
の
母
親
を
殺
そ
う
と
し
た
と
き
︑
釈
迦
が
現
れ
て
鴦
崛
摩
を
救
う
︒
そ
の

後
︑
先
生
は
自
分
の
過
ち
に
気
づ
き
︑
鴦
崛
摩
を
許
す
が
︑
夫
人
は
悔
い
改
め

る
こ
と
が
な
い
︒
最
後
に
釈
迦
が
再
び
出
て
来
て
︑
鴦
崛
摩
は
︿
真
の
成
道
を

得
た
﹀
と
言
う
︒
│
│
鴦
崛
摩
の
伝
説
は
︑
百
人
を
殺
す
こ
と
の
罪
を
犯
し
て

も
そ
の
彼
方
が
あ
る
︑
現
世
的
な
価
値
観
だ
け
で
は
理
解
で
き
な
い
こ
と
が
あ

る
︑
と
い
う
こ
と
を
語
る
仏
教
的
な
寓
話
な
の
だ
が
︑
そ
れ
を
リ
メ
イ
ク
し
た

こ
の
戯
曲
の
読
み
ど
こ
ろ
は
︑
享
楽
的
な
生
き
方
が
肯
定
さ
れ
て
い
る
点
で
あ

る
︒
た
と
え
ば
︑
鴦
崛
摩
の
先
生
は
︿
学
問
は
す
べ
て
の
人
の
面
を
醜
く
す
る
︑

人
の
肉
体
か
ら
心
霊

こ
ゝ
ろ

を
奪
つ
て
し
ま
うマ

マ

の
だ
︒
︵
略
︶
自
分
の
生
命
が
段
々
学

問
に
取
ら
れ
て
行
く
︑
儂
は
そ
れ
が
堪
ら
な
い
︒
﹀
と
言
い
︑
夫
人
は
︿
厭
だ
ね
︑

こ
の
人
は
︑
抹
香
臭
い
こ
と
ば
つ
か
り
言
つ
て
︑
本
当
に
気
が
つ
ま
つ
ち
ま
う

わ
︒
︵
略
︶
こ
の
世
に
生
き
て
ゐ
る
間
は
︑
こ
の
世
の
享
楽
が
一
番
さ
︒﹀
と
言

う
︒
夫
人
は
先
生
と
鴦
崛
摩
の
感
動
的
な
和
解
の
場
面
に
お
い
て
も
﹁
妾
神
な

ん
ぞ
い
ら
な
い
わ
﹂
と
う
そ
ぶ
く
の
で
あ
る
︒
こ
の
時
代
の
若
い
世
代
の
書
い

た
小
説
を
見
る
と
︑
世
間
的
な
価
値
観
に
従
っ
て
生
き
る
こ
と
を
否
定
し
て
享

楽
を
求
め
た
い
︑
と
い
う
思
潮
が
流
行
し
て
い
た
こ
と
が
見
て
取
れ
よ
う
︒

こ
の
流
行
の
理
由
は
︑
ご
く
簡
単
に
言
え
ば
︑
明
治
の
終
わ
り
か
ら
大
正
初

期
に
か
け
て
︑
近
代
化
が
一
応
達
成
さ
れ
た
こ
と
に
求
め
ら
れ
る
だ
ろ
う
︒
こ

の
時
期
︑
日
本
は
曲
が
り
な
り
に
も
︿
世
界
の
一
等
国
﹀
の
仲
間
入
り
を
し
た

が
︑
そ
れ
は
同
時
に
︑
国
を
挙
げ
て
の
至
上
命
令
で
あ
っ
た
近
代
化
と
い
う
目

標
が
喪
わ
れ
︑
世
代
を
越
え
て
価
値
が
共
有
さ
れ
な
く
な
っ
た
と
い
う
こ
と
で

も
あ
っ
た
︒
そ
う
し
た
時
︑
若
者
が
社
会
の
規
範
に
反
発
す
る
よ
う
に
な
る
の

は
当
然
の
成
り
行
き
で
あ
る
︒
若
者
は
一
般
に
既
成
の
秩
序
に
反
発
す
る
も
の

だ
が
︑
社
会
全
体
の
共
通
の
目
標
が
喪
わ
れ
た
時
期
に
は
︑
特
に
そ
の
傾
向
が

強
く
な
る
の
で
あ
る
︒

﹁
羅
生
門
﹂
を
そ
の
よ
う
な
時
代
の
中
に
置
い
て
み
れ
ば
︑
い
さ
さ
か
幼
稚
す

ぎ
る
も
の
の
︑
社
会
の
規
範
を
破
っ
て
生
き
た
い
と
い
う
若
者
の
姿
を
描
い
た

小
説
の
一
つ
と
し
て
違
和
感
な
く
読
め
る
だ
ろ
う
︒
関
口
安
義
は
︑
芥
川
が
中

学
生
時
代
に
木
曽
義
仲
論
を
書
い
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
︑︿
龍
之
介
は
︑
革
命

に
あ
こ
が
れ
︑
義
仲
的
自
由
人
に
あ
こ
が
れ
た
熱
い
心
を
も
っ
た
青
年
で
あ
っ

た
の
で
は
な
い
か
﹀
と
述
べ
︑﹁
羅
生
門
﹂
に
は
︿
己
を
呪
縛
す
る
も
の
か
ら
の

解
放
の
叫
び
﹀
が
あ
る
と
言
う(

�
)

︒
﹁
羅
生
門
﹂
を
︿
己
を
呪
縛
す
る
も
の
か
ら
の

解
放
﹀
の
物
語
と
し
て
読
む
点
は
首
肯
で
き
る
が
︑
こ
の
作
品
に
は
︑
解
雇
の

不
当
を
暗
示
さ
せ
る
よ
う
な
一
節
す
ら
な
い
し
︑
貧
困
を
招
い
た
為
政
者
へ
の

批
判
も
な
い
︒
社
会
革
命
へ
の
志
向
を
こ
こ
か
ら
読
み
取
る
の
は
き
わ
め
て
難

し
い
︒

小
説
は
︑
教
科
書
に
採
ら
れ
る
と
︑
完
全
無
欠
の
傑
作
の
よ
う
に
扱
わ
れ
︑

往
々
に
し
て
︑
そ
こ
に
立
派
な
思
想
や
教
訓
が
あ
る
と
思
わ
れ
が
ち
だ
が
︑﹁
羅

生
門
﹂
の
前
に
香
を
焚
く
の
は
そ
ろ
そ
ろ
止
め
る
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒

− 18−



︻
注
︼

︵
�
︶
Ｘ
Ｙ
生
﹁
十
一
月
の
文
壇
﹂
(﹁
新
公
論
﹂
大
正
四
年
一
二
月
︶︒

︵
�
︶
青
頭
巾
﹁
文
壇
時
事
﹂︵
﹁
新
潮
﹂
大
正
四
年
一
二
月
︶︒

︵
�
︶
三
好
行
雄
﹁
小
説
家
の
誕
生
│
│
﹁
羅
生
門
﹂
ま
で
﹂︵
初
出
は
﹁
解
釈
と
鑑
賞
﹂
昭

和
四
八
年
五
月
︒
引
用
は
﹃
三
好
行
雄
著
作
集

第
三
巻

芥
川
龍
之
介
論
﹄︵
平
成

五
年
︑
筑
摩
書
房
︶
に
よ
る
︶
︒

︵
�
︶
初
出
は
﹁
国
語
と
国
文
学
﹂
昭
和
五
〇
年
四
月
︒
引
用
は
︵
�
︶
に
同
じ
︒

︵
�
︶
︵
�
︶
に
同
じ
︒

︵

︶
同
右
︒

︵
�
︶
﹁
今
昔
物
語
鑑
賞
﹂
︵
﹃
日
本
文
学
講
座

第
六
巻
﹄
︑
昭
和
二
年
︑
所
収
︶

︵
�
︶
関
口
安
義
﹁
自
己
解
放
の
叫
び
﹂
︵
﹃
芥
川
龍
之
介

実
像
と
虚
像
﹄
昭
和
五
三
年
︑

洋
々
社
︶
︒

︵
や
ま
し
た

ま
さ
ふ
み

本
学
教
授
︶
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