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一

は
じ
め
に

芥
川
龍
之
介
の
「
羅
生
門
」
（
大
正
四
年
）
に
は
、
次
の
よ
う
に
「
勇
気
」
と
い
う
語
が

用
い
ら
れ
て
い
る（

１
）

。

１�

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
來
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
徊

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
つ
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
人
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
。
（
『
芥
川
龍
之
介
全
集
』
第
一
巻
〈
岩

波
書
店
〉
147
頁
）

２�

下
人
は
、
太
刀
を
鞘
に
お
さ
め
て
、
そ
の
太
刀
の
柄
を
左
の
手
で
お
さ
へ
な
が
ら
、

冷
然
と
し
て
、
こ
の
話
を
聞
い
て
ゐ
た
。
勿
論
、
右
の
手
で
は
、
赤
く
頬
に
膿
を
持
つ

た
大
き
な
面
皰
を
気
に
し
な
が
ら
、
聞
い
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
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
。
（
前
に
同
じ
、
153
頁
）

こ
の
「
勇
気
」
に
つ
い
て
は
、
１
に
つ
い
て
言
え
ば
、
「
作
者
は
〈
勇
気
〉
と
い
う
言
葉

を
使
っ
て
い
る
が
、
行
為
を
た
め
ら
わ
せ
る
禁
忌
の
感
覚
が
な
ん
に
根
ざ
し
て
い
る
か
は
自

明
で
あ
ろ
う
。
人
間
と
し
て
の
最
後
の
倫
理
と
い
っ
て
も
い
い
し
、
超
越
的
な
モ
ラ
ル
と
い

い
か
え
て
も
よ
い
。
」
（
三
好
行
雄
（
一
九
九
三
）
、
49
頁
）
、
「
下
人
は
「
饑
死
を
す
る

か
盗
人
に
な
る
か
」
と
何
度
も
考
え
、
盗
人
に
な
る
し
か
な
い
と
の
結
論
に
到
り
つ
き
な
が

ら
も
、
そ
の
「
勇
気
」
が
出
ず
に
い
た
。
」
（
田
中
実
（
一
九
七
八
）
、
29
～
30
頁
）
の
よ

う
に
、
禁
忌
を
犯
し
て
盗
人
に
な
る
ふ
ん
ぎ
り
を
つ
け
る
心
、
２
の
「
こ
の
老
婆
を
捕
へ
た

時
の
勇
気
」
に
つ
い
て
言
え
ば
、
「
死
ん
だ
女
か
ら
髪
を
抜
き
取
っ
て
い
る
老
婆
の
無
法
に

懲
罰
を
加
え
よ
う
と
す
る
「
勇
気
」
」
（
前
田
愛
（
一
九
八
八
）
、
191
頁
）
、
「
恐
怖
に
萎

縮
し
て
い
た
下
人
の
身
と
心
は
、
相
手
を
人
間
と
認
知
す
る
過
程
で
、
合
理
的
判
断
を
抜
き

に
し
た
〈
許
す
可
ら
ざ
る
悪
〉
を
憎
悪
し
、
阻
止
す
る
〈
勇
気
〉
（
〈
さ
つ
き
こ
の
門
の
上

へ
上
つ
て
、
こ
の
老
婆
を
捕
へ
た
時
の
勇
気
〉
）
へ
と
自
身
を
解
放
し
た
の
だ
」
（
杉
本
優

（
一
九
八
九
）
、
30
～
31
頁
）
）
の
よ
う
に
、
老
婆
の
悪
事
に
立
ち
向
か
う
心
と
い
う
よ
う

な
心
の
在
り
方
を
表
す
も
の
と
し
て
解
釈
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
現
代
語
の
「
勇
気
」

は
、
大
ま
か
に
言
え
ば
、
「
何
か
を
恐
れ
な
い
気
持
ち
」
で
あ
り
（
『
女
の
人
が
一
人
で
牛

丼
屋
に
入
る
に
は
勇
気
が
い
る
で
し
ょ
う
？
』
（
木
原
音
瀬
『
美
し
い
こ
と
』
〈
講
談
社
文

庫
〉
58
頁
）
）
、
現
代
語
の
「
勇
気
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
に
基
づ
い
て
考
え
れ
ば
、
今
述

べ
た
よ
う
な
解
釈
（
禁
忌
を
犯
す
こ
と
を
恐
れ
な
い
気
持
ち
・
老
婆
の
悪
事
に
立
ち
向
か
う
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こ
と
を
恐
れ
な
い
気
持
ち
）
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
近
代
に
お
け
る

「
勇
気
」
は
、
現
代
語
と
は
、
い
さ
さ
か
異
な
っ
た
意
味
を
持
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

以
下
、
近
代
の
「
勇
気
」
の
用
例
を
も
と
に
、
「
羅
生
門
」
の
「
勇
気
」
に
は
、
別
な
解
釈

も
あ
り
う
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
を
述
べ
て
い
き
た
い
。

二

「
勇
気
」

近
代
に
お
け
る
「
勇
気
」
の
用
例
を
見
る
と
、
現
代
語
と
同
様
に
、
「
何
か
を
恐
れ
な
い

気
持
ち
」
と
い
う
意
味
で
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
も
見
ら
れ
る
。

３�

何
う
か
し
て
旨
い
も
の
が
出
来
る
や
う
に
と
念
じ
て
ゐ
る
。
け
れ
ど
も
た
ゞ
念
力
丈

で
は
作
物
の
出
来
栄
を
左
右
す
る
訳
に
は
何
う
し
た
つ
て
行
き
つ
こ
な
い
、
い
く
ら
佳

い
も
の
を
と
思
つ
て
も
、
思
ふ
や
う
に
な
る
か
な
ら
な
い
か
自
分
に
さ
へ
予
言
の
出
来

か
ね
る
の
が
述
作
の
常
で
あ
る
か
ら
、
今
度
こ
そ
は
長
い
間
休
ん
だ
埋
合
せ
を
す
る
積

で
あ
る
と
公
言
す
る
勇
気
が
出
な
い
。
そ
こ
に
一
種
の
苦
痛
が
潜
ん
で
ゐ
る
の
で
あ
る
。

（
夏
目
漱
石
「
彼
岸
過
迄
に
つ
い
て
」
〈
『
漱
石
全
集
』
第
十
六
巻
（
岩
波
書
店
）
〉

488
頁
、
明
治
四
十
五
年
）

４�

「
嬉
し
ゅ
う
ご
ざ
い
ま
す
。
あ
な
た
の
よ
う
な
美
し
い
か
た
に
、
あ
の
ご
立
派
な
奥

様
を
さ
し
お
い
て
、
そ
れ
ほ
ど
に
思
っ
て
い
た
だ
く
と
は
、
私
は
ま
あ
、
何
と
い
う
果

報
者
で
し
ょ
う
。
嬉
し
ゅ
う
ご
ざ
い
ま
す
わ
」

�

そ
し
て
、
極
度
に
鋭
敏
に
な
っ
た
私
の
耳
は
、
女
が
門
野
の
膝
に
で
も
も
た
れ
た
ら

し
い
け
は
い
を
感
じ
る
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
れ
か
ら
何
か
い
ま
わ
し
い
衣
ず
れ
の
音

や
、
口
づ
け
の
音
ま
で
も
。

�

ま
あ
御
想
像
な
す
っ
て
く
だ
さ
い
ま
せ
。
私
の
そ
の
時
の
心
持
が
ど
の
よ
う
で
ご
ざ

い
ま
し
た
か
。
も
し
今
の
年
で
し
た
ら
、
な
ん
の
か
ま
う
こ
と
が
あ
る
も
の
で
す
か
、

い
き
な
り
戸
を
叩
き
破
っ
て
で
も
、
二
人
の
そ
ば
へ
駈
け
こ
ん
で
、
恨
み
つ
ら
み
の
あ

り
っ
た
け
を
、
並
べ
も
し
た
で
し
ょ
う
け
れ
ど
、
何
を
申
す
に
も
、
ま
だ
小
娘
の
当
時

で
は
、
と
て
も
そ
の
よ
う
な
勇
気
が
出
る
も
の
で
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
。
込
み
上
げ
て
来

る
悲
し
さ
を
、
袂
の
端
で
じ
っ
と
抑
え
て
、
お
ろ
お
ろ
と
、
そ
の
場
を
立
去
り
も
え
せ

ず
、
死
ぬ
る
思
い
を
つ
づ
け
た
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
。
（
江
戸
川
乱
歩
「
人
で
な
し
の

恋
」
〈
『
江
戸
川
乱
歩
全
集
』
第
二
巻
（
講
談
社
）
〉
300
頁
、
大
正
十
五
年
）

５�

傘
を
傾
け
て
い
る
の
で
、
女
の
顔
は
見
え
な
い
が
、
白
地
に
桔
梗
を
染
め
出
し
た
中

形
の
単
衣
を
着
て
い
る
の
が
暗
い
な
か
に
も
は
っ
き
り
と
見
え
た
の
で
、
私
は
実
に

ぎ
ょ
っ

0

0

0

と
し
た
。
右
に
も
左
に
も
灯
の
ひ
か
り
の
無
い
堀
端
で
、
女
の
着
物
の
染
め
模

様
な
ど
が
判
ろ
う
筈
が
な
い
。
幽
霊
か
妖
怪
か
、
い
ず
れ
唯
者
で
は
あ
る
ま
い
と
私
は

思
っ
た
。
暗
い
中
で
姿
の
見
え
る
も
の
は
妖
怪
で
あ
る
と
い
う
古
来
の
伝
説
が
、
わ
た

し
を
強
く
お
び
や
か
し
た
の
で
あ
る
。

�

ま
さ
か
に
き
ゃ
っ

0

0

0

と
叫
ん
で
逃
げ
る
程
で
も
な
か
っ
た
が
、
わ
た
し
は
再
び
振
り
返

る
勇
気
も
な
く
、
た
だ
真
っ
直
ぐ
に
足
を
早
め
て
ゆ
く
と
、
女
も
わ
た
し
を
追
う
よ
う

に
付
い
て
来
る
。
（
岡
本
綺
堂
「
御
堀
端
三
題
」
〈
『
綺
堂
む
か
し
語
り
』
（
光
文
社

文
庫
）
〉
51
頁
、
昭
和
十
年
）

し
か
し
、
一
方
で
、
次
の
よ
う
に
、
現
代
語
の
よ
う
に
は
解
し
が
た
い
「
勇
気
」
の
用
例

も
あ
る
。
た
と
え
ば
、
次
は
、
夏
目
漱
石
の
「
永
日
小
品
」
の
中
の
「
火
鉢
」
と
い
う
題
の

文
章
に
用
い
ら
れ
た
例
で
あ
る
が
、
寒
い
う
え
に
、
ま
だ
小
さ
な
我
が
子
が
さ
か
ん
に
泣
き
、

「
朝
か
ら
心
持
が
好
く
な
い
」
中
で
、
「
と
て
も
仕
事
を
す
る
勇
気
が
出
な
い
」
と
言
っ
て

い
る
。
こ
れ
は
、
「
何
か
を
恐
れ
な
い
気
持
ち
」
と
い
う
わ
け
で
は
な
く
、
仕
事
に
向
か
う

元
気
・
気
力
の
こ
と
を
指
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

６�

風
呂
場
は
氷
で
か
ち
〳
〵
光
つ
て
ゐ
る
。
水
道
は
凍
り
着
い
て
、
栓
が
利
か
な
い
。

漸
く
の
事
で
温
水
摩
擦
を
済
ま
し
て
、
茶
の
間
で
紅
茶
を
茶
碗
に
移
し
て
ゐ
る
と
、
二

つ
に
な
る
男
の
子
が
例
の
通
り
泣
き
出
し
た
。
こ
の
子
は
一
昨
日
も
一
日
泣
い
て
ゐ
た
。

昨
日
も
泣
き
続
け
に
泣
い
た
。
妻
に
ど
う
か
し
た
の
か
と
聞
く
と
、
ど
う
も
し
た
の
ぢ

や
な
い
、
寒
い
か
ら
だ
と
云
ふ
。
仕
方
が
な
い
。
成
程
泣
き
方
が
ぐ
づ
〳
〵
で
痛
く
も

苦
し
く
も
な
い
様
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
泣
く
位
だ
か
ら
、
ど
こ
か
不
安
な
所
が
あ
る
の

だ
ら
う
。
聞
い
て
ゐ
る
と
、
仕
舞
に
は
此
方
が
不
安
に
な
つ
て
来
る
。
時
に
よ
る
と
小

悪
ら
し
く
な
る
。
大
き
な
声
で
叱
り
附
け
度
い
事
も
あ
る
が
、
何
し
ろ
、
叱
る
に
は
余

り
小
さ
過
ぎ
る
と
思
つ
て
、
つ
い
我
慢
を
す
る
。
一
昨
日
も
昨
日
も
左
う
で
あ
つ
た
が
、

今
日
も
亦
一
日
左
う
な
の
か
と
思
ふ
と
、
朝
か
ら
心
持
が
好
く
な
い
。
胃
が
悪
い
の
で

此
の
頃
は
朝
飯
を
食
は
ぬ
掟
に
し
て
あ
る
か
ら
、
紅
茶
茶
碗
を
持
つ
た
儘
、
書
斎
に
退

い
た
。

�

火
鉢
に
手
を
翳
し
て
、
少
し
暖
た
ま
つ
て
ゐ
る
と
、
小
供
は
向
ふ
の
方
で
ま
だ
泣
い

て
ゐ
る
。
其
の
う
ち
掌
丈
は
煙
が
出
る
程
熱
く
な
つ
た
。
け
れ
ど
も
、
脊
中
か
ら
肩
へ

掛
け
て
は
無
暗
に
寒
い
。
殊
に
足
の
先
は
冷
え
切
つ
て
痛
い
位
で
あ
る
。
だ
か
ら
仕
方

な
し
に
凝
と
し
て
ゐ
た
。
少
し
で
も
手
を
動
か
す
と
、
手
が
何
処
か
冷
た
い
所
に
触
れ

る
。
そ
れ
が
刺
に
で
も
触
つ
た
程
神
経
に
応
へ
る
。
首
を
ぐ
る
り
と
回
し
て
さ
へ
、
頸

の
附
根
が
着
物
の
襟
に
ひ
や
り
と
滑
る
の
が
堪
へ
難
い
感
じ
で
あ
る
。
自
分
は
寒
さ
の

圧
迫
を
四
方
か
ら
受
け
て
、
十
畳
の
書
斎
の
真
中
に
竦
ん
で
ゐ
た
。
此
の
書
斎
は
板
の

間
で
あ
る
。
椅
子
を
用
ひ
べ
き
所
を
、
絨
氈
を
敷
い
て
、
普
通
の
畳
の
如
く
に
想
像
し

て
坐
つ
て
ゐ
る
。
所
が
敷
物
が
狭
い
の
で
、
四
方
と
も
二
尺
が
た
は
、
つ
る
つ
る
し
た

中野 伸彦

―�271�―（�266�）



板
の
間
が
剥
き
出
し
に
光
つ
て
ゐ
る
。
凝
と
し
て
此
の
板
の
間
を
眺
め
て
、
竦
ん
で
ゐ

る
と
、
男
の
子
が
ま
だ
泣
い
て
ゐ
る
。
と
て
も
仕
事
を
す
る
勇
気
が
出
な
い
。
（
夏

目
漱
石
「
永
日
小
品
」
〈
『
漱
石
全
集
』
第
十
二
巻
（
岩
波
書
店
）
〉
148
頁
、
明
治

四
十
二
年
）

次
も
、
「
永
日
小
品
」
の
「
元
日
」
と
題
す
る
文
章
の
中
の
例
で
あ
る
が
、
漱
石
の
謡
が

虚
子
よ
り
も
下
手
だ
と
い
う
こ
と
を
、
年
始
に
や
っ
て
き
た
「
若
い
男
」
た
ち
に
指
摘
さ
れ
、

漱
石
自
身
も
、
そ
の
通
り
だ
と
認
め
て
い
る
場
面
で
あ
る
。
「
馬
鹿
を
云
へ
と
い
ふ
勇
気
も

出
な
か
つ
た
」
と
い
う
の
は
、
「
馬
鹿
を
云
へ
」
と
言
い
返
す
こ
と
を
恐
れ
て
、
そ
う
言
わ

な
い
と
い
う
わ
け
で
は
な
く
、
自
分
が
下
手
な
こ
と
は
歴
然
と
し
て
い
て
、
「
若
い
男
」
た

ち
の
批
評
に
反
発
す
る
気
に
も
な
ら
な
い
と
い
う
事
で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
。

７�

雑
煮
を
食
つ
て
、
書
斎
に
引
き
取
る
と
、
し
ば
ら
く
し
て
三
四
人
来
た
。
い
づ
れ
も

若
い
男
で
あ
る
。
其
内
の
一
人
が
フ
ロ
ツ
ク
を
着
て
ゐ
る
。
着
な
れ
な
い
所
為
か
、
メ

ル
ト
ン
に
対
し
て
妙
に
遠
慮
す
る
傾
き
が
あ
る
。
あ
と
の
も
の
は
皆
和
服
で
、
か
つ
不

断
着
の
儘
だ
か
ら
頓
と
正
月
ら
し
く
な
い
。
此
連
中
が
フ
ロ
ツ
ク
を
眺
め
て
、
や
あ
―

や
あ
と
一
ツ
づ
ゝ
云
つ
た
。
み
ん
な
驚
い
た
証
拠
で
あ
る
。
自
分
も
一
番
あ
と
で
、
や

あ
と
云
つ
た
。

�

フ
ロ
ツ
ク
は
白
い
手
巾
を
出
し
て
、
用
も
な
い
顔
を
拭
い
た
。
さ
う
し
て
、
頻
に
屠

蘇
を
飲
ん
だ
。
ほ
か
の
連
中
も
大
い
に
膳
の
も
の
を
突
つ
い
て
ゐ
る
。
所
へ
虚
子
が
車

で
来
た
。
是
は
黒
い
羽
織
に
黒
い
紋
付
を
着
て
、
極
め
て
旧
式
に
極
つ
て
ゐ
る
。
あ
な

た
は
黒
紋
付
を
持
つ
て
ゐ
ま
す
が
、
矢
張
能
を
や
る
か
ら
其
必
要
が
あ
る
ん
で
せ
う
と

聞
い
た
ら
、
虚
子
が
、
え
ゝ
左
う
で
す
と
答
へ
た
。
さ
う
し
て
、
一
つ
謡
ひ
ま
せ
ん
か

と
云
ひ
出
し
た
。
自
分
は
謡
つ
て
も
宜
う
御
座
ん
す
と
応
じ
た
。

�

そ
れ
か
ら
二
人
し
て
東
北
と
云
ふ
も
の
を
謡
つ
た
。
余
程
以
前
に
習
つ
た
丈
で
、
殆

ど
復
習
と
云
ふ
事
を
や
ら
な
い
か
ら
、
所
々
甚
だ
曖
昧
で
あ
る
。
其
上
、
我
な
が
ら
覚

束
な
い
声
が
出
た
。
漸
く
謡
つ
て
仕
舞
ふ
と
、
聞
い
て
ゐ
た
若
い
連
中
が
、
申
し
合
せ

た
様
に
自
分
を
不
味
い
と
云
ひ
出
し
た
。
中
に
も
フ
ロ
ツ
ク
は
、
あ
な
た
の
声
は
ひ
よ

ろ
〳
〵
し
て
ゐ
る
と
云
つ
た
。
此
連
中
は
元
来
謡
の
う
の
字
も
心
得
な
い
も
の
共
で
あ

る
。
だ
か
ら
虚
子
と
自
分
の
優
劣
は
と
て
も
分
ら
な
い
だ
ら
う
と
思
つ
て
ゐ
た
。
然
し
、

批
評
を
さ
れ
て
見
る
と
、
素
人
で
も
理
の
当
然
な
所
だ
か
ら
已
を
得
な
い
。
馬
鹿
を
云

へ
と
い
ふ
勇
気
も
出
な
か
つ
た
。
（
夏
目
漱
石
「
永
日
小
品
」
〈
『
漱
石
全
集
』
第

十
二
巻
（
岩
波
書
店
）
132
頁
、
明
治
四
十
二
年
）

こ
の
よ
う
に
、
「
勇
気
」
は
、
必
ず
し
も
、
「
何
か
を
恐
れ
な
い
気
持
ち
」
に
限
ら
ず
、

広
く
、
「
何
か
を
す
る
気
力
」
と
い
う
よ
う
な
意
味
で
使
わ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で

あ
る
。
次
の
、
８
～
10
の
例
は
、
疲
れ
て
い
る
は
ず
な
の
に
、
何
か
を
す
る
気
力
が
出
る
・

気
力
を
出
す
と
い
う
意
味
で
、
「
勇
気
が
出
る
」
「
勇
気
を
ふ
る
ひ
起
こ
し
た
」
を
用
い
て

い
る
。
（
10
の
例
は
、
海
で
溺
れ
か
け
て
い
る
マ
キ
子
を
必
死
に
助
け
よ
う
と
し
て
い
る
場

面
で
あ
る
。
助
け
よ
う
と
海
に
入
っ
た
「
恋
人
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
人
物
は
、
「
瘠
せ
さ
ら

ば
へ
た
初
老
」
（
151
頁
）
の
老
人
で
あ
る
。
現
代
語
的
な
意
味
の
「
勇
気
」
で
解
釈
す
る
こ

と
も
で
き
な
く
は
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
「
気
力
を
ふ
り
絞
っ
て
」
と
い
う
よ
う
に
と
ら

え
る
方
が
適
切
な
よ
う
に
思
わ
れ
る
）

８

私
達
は
疲
れ
て
居
た
。

�

停
車
場
に
来
る
と
、
い
き
な
り
腰
掛
の
上
に
長
く
身
を
横
へ
た
。
酒
か
女
か
で
な
け

れ
ば
、
元
気
を
恢
復
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
ほ
ど
、
私
達
は
つ
か
れ
て
ゐ
た
。

�

『
烟
草
を
買
ひ
に
行
き
た
い
が
、
向
ふ
側
に
行
く
の
が
大
変
だ
。
』
友
も
こ
ん
な
こ
と

を
言
つ
て
ゐ
た
。
黄
い
顔
を
電
灯
は
青
く
照
し
た
。

�

『
で
も
、
女
と
い
ふ
も
の
は
盛
ん
な
も
の
だ
ね
、
こ
ん
な
に
疲
れ
て
ゐ
て
も
、
そ
れ
ツ

て
言
へ
ば
、
勇
気
が
出
る
か
ら
ね
。
生
返
つ
た
や
う
に
な
る
か
ら
ね
、
え
ら
い
力
を
持

つ
た
も
の
さ
！
』

『
そ
れ
ぢ
や
一
つ
生
返
る
か
ね
。
』

�

笑
ひ
な
が
ら
こ
ん
な
こ
と
を
友
は
言
つ
た
。
（
田
山
花
袋
「
百
日
紅
」
〈
『
定
本
花

袋
全
集
』
第
二
十
二
巻
（
臨
川
書
店
）
〉
592
頁
、
大
正
元
年
）

９

「
な
に
か
旨
い
物
が
食
い
た
い
な
あ
。
」

�

そ
ん
な
贅
沢
を
云
っ
て
い
る
の
は
、
駐
屯
無
事
の
時
で
、
ひ
と
た
び
戦
闘
が
開
始
す

る
と
、
飯
ど
こ
ろ
の
騒
ぎ
で
な
く
、
時
に
は
唐
蜀
黍
を
焼
い
て
食
っ
た
り
、
時
に
は
生

玉
子
二
個
で
一
日
の
命
を
繋
い
だ
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
。
沙
河
会
戦
中
に
は
、
農
家
へ

は
い
っ
て
一
椀
の
水
を
貰
っ
た
き
り
で
、
朝
か
ら
晩
ま
で
飲
ま
ず
食
わ
ず
の
日
も
あ
り

ま
し
た
。
不
眠
不
休
の
上
に
飲
ま
ず
食
わ
ず
で
、
よ
く
も
達
者
に
駈
け
廻
ら
れ
た
も
の

だ
と
思
い
ま
す
が
、
非
常
の
場
合
に
は
お
の
ず
か
ら
非
常
の
勇
気
が
出
る
も
の
で
す
。

（
岡
本
綺
堂
「
昔
の
従
軍
記
者
」
〈
『
綺
堂
む
か
し
語
り
』
（
光
文
社
文
庫
）
〉
121
頁
、

昭
和
十
二
年
）

10

越
智
氏
が
、
金
切
声
を
上
げ
た
。

「
マ
キ
ち
や
ん
が
、
水
の
上
へ
頭
を
出
し
た
。
…
…
大
丈
夫
！

ま
だ
生
き
て
る
！
」

�

や
う
や
く
、
こ
の
時
に
な
つ
て
岬
の
鼻
か
ら
漁
船
が
漕
ぎ
出
し
て
き
た
。
し
か
し
、

漁
船
と
二
人
の
間
は
十
四
五
町
も
へ
だ
た
つ
て
ゐ
る
。

�

「
恋
人
」
は
、
マ
キ
子
を
水
の
上
へ
押
し
あ
げ
な
が
ら
い
つ
し
ん
に
泳
い
で
ゐ
る
が
、

も
う
力
が
つ
き
は
て
た
ら
し
く
、
時
々
波
の
し
た
へ
、
が
ぶ
つ
と
沈
ん
で
し
ま
ふ
。

「勇気」の意味

―�270�―（�267�）



�

望
遠
鏡
を
持
つ
て
キ
ヤ
ラ
コ
さ
ん
の
う
し
ろ
に
立
つ
て
ゐ
た
山
田
氏
が
、
身
も
だ
え

し
な
が
ら
叫
ん
だ
。

「
い
ま
船
が
行
か
な
け
れ
ば
、
沈
ん
で
し
ま
ふ
」

漁
船
は
、
見
る
も
歯
痒
い
や
う
な
船
足
で
の
ろ
の
ろ
と
近
づ
い
て
ゆ
く
。

�
恋
人
の
姿
は
、
や
ゝ
長
い
間
海
面
の
下
に
沈
み
込
ん
で
ゐ
た
が
、
最
後
の
勇
気
を
ふ

る
ひ
起
こ
し
た
の
だ
ら
う
、
マ
キ
子
を
抱
へ
な
が
ら
漁
船
へ
向
つ
て
泳
ぎ
出
し
た
。

�

見
る
さ
へ
苦
痛
な
十
分
間
だ
つ
た
。
…
…
し
か
し
、
漁
船
は
た
う
と
う
「
恋
人
」
の

傍
ま
で
漕
ぎ
寄
つ
た
。
（
久
生
十
蘭
「
キ
ヤ
ラ
子
さ
ん
」
〈
『
定
本
久
生
十
蘭
全
集
』

２
（
国
書
刊
行
会
）
〉
152
頁
、
昭
和
十
四
年
）

次
は
、
疲
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
若
い
こ
ろ
は
で
き
た
甕
に
入
っ
て
の
「
野
天
風

呂
」
が
、
今
で
は
で
き
な
く
な
っ
て
い
る
こ
と
を
「
野
天
風
呂
で
鼻
唄
を
う
た
っ
て
い
る
勇

気
は
な
い
」
と
言
っ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
「
野
天
風
呂
」
を
恐
れ
る
気
持
ち
が
生
じ
て
い

る
と
い
う
よ
り
は
、
そ
ん
な
こ
と
を
す
る
気
力
（
若
さ
）
は
も
う
な
い
と
い
う
事
で
あ
ろ
う

と
思
わ
れ
る
。

11�

わ
た
し
は
日
露
戦
争
の
当
時
、
満
洲
で
野
天
風
呂
を
浴
び
た
こ
と
を
思
い
出
し
た
。

海
城
、
遼
陽
そ
の
他
の
城
内
に
シ
ナ
人
の
湯
屋
が
あ
る
が
、
城
か
ら
遠
い
村
落
に
湯
屋

と
い
う
も
の
は
な
い
。
幸
い
に
大
抵
の
民
家
に
は
大
き
い
甕
が
一
つ
二
つ
は
据
え
て
あ

る
の
で
、
そ
の
甕
を
畑
の
な
か
へ
持
ち
出
し
て
、
高
粱
を
焚
い
て
湯
を
沸
か
し
た
。
満

洲
の
空
は
高
い
、
月
は
鏡
の
よ
う
に
澄
ん
で
い
る
。
畑
に
は
西
瓜
や
唐
茄
子
が
蔓
を
這

わ
せ
て
転
が
っ
て
い
る
。
そ
の
な
か
で
甕
か
ら
首
を
出
し
て
鼻
唄
を
歌
っ
て
い
る
と
、

ま
る
で
狐
に
化
か
さ
れ
た
よ
う
な
形
で
あ
る
が
、
そ
れ
も
陣
中
の
一
興
と
し
て
、
そ
の

愉
快
は
今
で
も
忘
れ
な
い
。
甕
は
焼
き
物
で
あ
る
か
ら
、
湯
が
あ
ま
り
に
沸
き
過
ぎ
た

時
、
う
か
つ
に
そ
の
縁
な
ど
に
手
足
を
触
れ
る
と
、
火
傷
を
し
そ
う
な
熱
さ
で
思
わ
ず

飛
び
あ
が
る
こ
と
も
あ
っ
た
。

�

し
か
し
そ
れ
は
二
十
年
の
む
か
し
で
あ
る
。
今
の
わ
た
し
は
野
天
風
呂
で
鼻
唄
を
う

た
っ
て
い
る
勇
気
は
な
い
。
行
水
も
思
っ
た
ほ
ど
に
風
流
で
な
い
。
狭
く
て
も
窮
屈
で

も
、
や
は
り
据
風
呂
を
買
お
う
か
と
思
っ
て
い
る
。
（
岡
本
綺
堂
「
風
呂
を
買
う
ま

で
」
〈
『
綺
堂
む
か
し
語
り
』
（
光
文
社
文
庫
）
〉
267
頁
、
大
正
十
三
年
）

12
～
15
は
、
心
が
沈
む
よ
う
な
出
来
事
に
あ
っ
て
心
が
沈
ん
で
い
る
人
に
つ
い
て
「
勇
気

を
出
し
て
」
、
あ
る
い
は
、
「
勇
気
が
出
る
」
と
言
っ
た
り
（
12
・
13
）
、
心
が
沈
む
よ
う

な
出
来
事
に
あ
っ
て
も
心
の
つ
ら
さ
に
負
け
ず
に
い
ら
れ
る
心
の
あ
り
方
を
「
勇
気
」
と

言
っ
た
り
（
14
・
15
）
し
て
い
る
例
で
あ
る
。
こ
れ
ら
も
、
「
何
か
を
恐
れ
な
い
気
持
ち
」

と
い
う
よ
り
、
心
が
沈
む
よ
う
な
出
来
事
に
あ
っ
て
も
く
じ
け
な
い
気
持
、
生
き
る
気
力
と

い
う
よ
う
な
も
の
の
こ
と
を
「
勇
気
」
と
言
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
（
12
は
、
か
つ
て

の
恋
人
と
の
間
に
生
ま
れ
た
子
供
が
い
る
こ
と
を
、
夫
を
は
じ
め
、
周
囲
に
は
秘
密
に
し
て

い
た
「
フ
ォ
ヴ
ェ
ル
夫
人
」
が
、
そ
の
秘
密
を
周
囲
の
人
た
ち
に
気
づ
か
れ
た
の
で
は
な

い
か
と
思
っ
て
、
「
溜
息
を
つ
」
く
の
に
対
し
、
自
分
は
「
フ
ォ
ヴ
ェ
ル
夫
人
」
の
味
方

で
あ
り
、
不
安
に
思
う
必
要
は
な
い
と
、
姪
の
「
マ
ド
レ
ー
ヌ
」
が
励
ま
す
場
面
、
13
は
、

「
梓
」
が
、
自
分
の
恋
人
が
、
自
分
と
い
れ
ば
つ
ら
さ
を
忘
れ
て
元
気
が
出
る
と
言
っ
て
く

れ
た
こ
と
を
、
自
分
の
母
親
に
話
す
場
面
、
14
は
、
13
の
続
き
だ
が
、
恋
人
と
の
結
婚
に
支

障
が
生
じ
姿
を
消
し
た
「
梓
」
を
仲
間
た
ち
が
案
じ
る
が
、
仲
間
の
一
人
が
、
「
梓
」
は
自

殺
し
た
り
は
し
な
い
と
信
用
す
る
べ
き
で
あ
る
と
言
う
場
面
、
15
は
、
「
二
流
ど
こ
ろ
の
画

家
で
あ
る
」
（
354
頁
）
夫
「
ト
ム
」
と
は
別
に
、
長
く
愛
し
合
っ
て
い
た
男
性
「
ジ
ェ
ラ
ー

ド
」
が
急
死
し
た
こ
と
を
知
っ
て
も
、
気
丈
に
振
舞
う
女
性
に
感
心
す
る
場
面
、
の
例
で
あ

る
。
）

12�

夫
人
は
鏡
面
に
向
つ
て
つ
く
〴
〵
自
分
の
顔
に
見
入
つ
た
。
四
ヶ
月
間
の
心
配
苦
労

で
か
う
も
老
け
て
し
ま
つ
た
の
か
？

こ
れ
が
以
前
の
生
々
と
幸
福
に
輝
い
て
ゐ
た
自

分
の
顔
で
あ
つ
た
の
か
？

�

「
お
判
り
に
な
り
ま
し
て
？

で
す
か
ら
、
わ
た
し
は
何
う
し
て
も
結
婚
し
な
け
れ
ば

な
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
で
す
べ
て
の
解
決
が
つ
く
の
で
す
も
の
…
…
そ
れ
に
し
て
も
、
伯

母
さ
ま
が
こ
ん
な
に
お
変
り
に
な
つ
た
こ
と
を
、
伯
父
さ
ま
は
何
う
し
て
お
気
が
附
か

れ
な
い
の
で
せ
う
。
不
思
議
ね
。
だ
け
ど
わ
た
し
は
先
頃
か
ら
勘
付
い
て
ゐ
ま
し
た
。

只
な
ら
ぬ
秘
密
が
お
あ
り
に
ち
が
ひ
な
い
つ
て
い
ふ
こ
と
を
。
」

�

夫
人
は
深
い
溜
息
を
つ
い
た
。
マ
ド
レ
ー
ヌ
が
勘
づ
く
く
ら
ゐ
な
ら
、
他
の
人
達
も
気

づ
い
た
に
ち
が
ひ
な
い
と
お
も
つ
た
。

「
あ
ゝ
、
こ
れ
で
、
私
の
名
誉
も
廃
つ
て
し
ま
ひ
ま
し
た
。
」

�

「
そ
ん
な
こ
と
は
な
い
わ
、
伯
母
さ
ま
。
勇
気
を
出
し
て
下
さ
い
。
わ
た
し
も
今
日
か

ら
は
伯
母
さ
ま
の
味
方
で
す
わ
。
」
（
ガ
ボ
リ
オ
〈
田
中
早
苗
訳
〉
「
書
類
百
十
三
」

〈
『
世
界
探
偵
小
説
全
集
』
第
三
巻
（
博
文
館
）
〉
215
頁
、
昭
和
四
年
）

13�

「
さ
う
、
あ
な
た
は
も
う
子
供
ぢ
や
な
い
の
ね
。
…
…
そ
ん
な
ら
、
ど
ん
な
ふ
う
に
、

そ
の
方
が
好
き
に
な
つ
た
か
、
マ
マ
に
話
せ
る
わ
ね
」

�
梓
さ
ん
は
、
ま
る
で
暗
記
で
も
す
る
や
う
な
、
抑
揚
の
な
い
調
子
で
い
ひ
だ
し
た
。

�

「
え
ゝ
、
話
せ
ま
す
。
…
…
そ
の
方
は
ね
、
画
の
勉
強
を
し
て
、
長
い
間
た
い
へ
ん
奮

闘
し
た
ひ
と
な
の
。
い
ろ
ん
な
辛
い
目
に
逢
つ
て
も
、
絶
望
せ
ず
に
一
所
懸
命
に
や
り

通
し
た
の
よ
。
…
…
そ
ん
な
話
を
し
て
ゐ
る
と
、
あ
ま
り
悲
し
い
こ
と
ば
か
り
で
、
そ

の
方
は
泣
き
出
し
て
あ
と
を
つ
ゞ
け
る
こ
と
が
出
来
な
く
な
る
の
。
そ
し
て
、
そ
の
気

中野 伸彦
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持
を
い
ろ
い
ろ
な
た
と
へ
を
ひ
い
て
あ
た
し
に
説
明
し
て
く
だ
さ
る
の
。
あ
た
し
、
そ

の
お
話
を
き
い
て
ゐ
る
と
、
な
ん
と
も
言
へ
な
い
ほ
ど
気
持
が
沈
ん
で
き
て
、
急
に
お

と
な
に
な
つ
た
や
う
な
気
が
す
る
ん
で
す
」

「
そ
れ
で
、
あ
な
た
の
ほ
う
で
は
、
ど
ん
な
お
話
を
す
る
の
」

�

「
あ
た
し
、
ま
だ
子
供
だ
か
ら
、
あ
な
た
を
慰
め
て
あ
げ
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
ね
、

つ
て
」

「
す
る
と
、
そ
の
方
は
、
ど
う
お
っ
し
ゃ
る
の
？
」

�

「
い
ゝ
え
、
あ
な
た
は
、
ど
ん
な
大
人
よ
り
も
つ
と
大
人
で
す
つ
て
、
お
つ
し
や
る
の
。

聡
明
で
も
な
く
、
心
も
優
し
く
な
い
ひ
と
は
、
い
く
つ
に
な
つ
て
も
子
供
と
お
な
じ
な

の
で
す
か
ら
、
つ
て
。
…
…
だ
か
ら
、
あ
な
た
が
か
う
し
て
私
の
傍
に
ゐ
て
く
だ
さ
る

だ
け
で
、
ず
い
ぶ
ん
元
気
が
出
る
ん
で
す
。
ず
つ
と
ず
つ
と
長
く
傍
に
ゐ
て
く
だ
す
つ

た
ら
、
も
つ
と
も
つ
と
勇
気
が
出
る
で
せ
う
、
っ
て
。
…
…
だ
か
ら
、
あ
た
し
、
そ
の

方
と
結
婚
す
る
こ
と
に
し
た
の
」
（
久
生
十
蘭
「
キ
ヤ
ラ
子
さ
ん
」
〈
『
定
本
久
生
十

蘭
全
集
』
２
（
国
書
刊
行
会
）
〉
169
頁
、
昭
和
十
四
年
）
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「
梓
さ
ん
は
、
死
に
ゝ
な
ん
か
行
つ
た
ん
ぢ
や
な
い
。
少
く
と
も
、
さ
う
考
へ
る
べ
き

だ
わ
。
ボ
ク
た
ち
は
、
そ
ん
な
弱
虫
ぢ
や
な
い
ん
だ
」

芳
衛
さ
ん
が
、
泣
き
や
ん
だ
。

�

「
さ
う
ね
。
…
…
せ
め
て
、
そ
ん
な
ふ
う
に
希
望
を
持
た
な
け
れ
ば
、
と
て
も
、
や
り

切
れ
な
い
わ
」

ピ
ロ
ち
ゃ
ん
が
、
や
つ
つ
け
る
や
う
な
口
調
で
い
ふ
。

�

「
希
望
ぢ
や
な
い
、
真
実
さ
。
…
…
あ
た
し
た
ち
は
、
お
互
ひ
の
勇
気
を
、
も
つ
と
信

用
し
合
わ
な
く
て
は
い
け
な
い
な
」

「
だ
か
ら
、
い
ゝ
教
訓
だ
と
言
つ
た
わ
」

�

「
ほ
ら
ね
、
ち
や
ん
と
知
つ
て
る
ぢ
や
な
い
か
。
…
…
泣
く
こ
と
も
、
恐
が
る
こ
と
も

要
ら
な
い
ん
だ
。
だ
ま
つ
て
信
じ
て
れ
ば
い
ゝ
ん
だ
よ
、
梓
さ
ん
の
理
性
を
」

ユ
キ
坊
が
、
と
つ
ぜ
ん
横
合
ひ
か
ら
ひ
つ
た
く
つ
た
。

�

「
あ
た
し
た
ち
、
い
く
ど
も
誓
ひ
合
つ
た
わ
ね
。
い
ろ
ん
な
場
合
に
理
性
で
や
つ
て
の

け
よ
う
、
つ
て
。
…
…
自
分
た
ち
の
時
代
の
た
め
に
も
、
も
つ
と
、
し
つ
か
り
す
る
義

務
が
あ
る
つ
て
。
…
…
梓
さ
ん
だ
つ
て
、
た
ぶ
ん
、
そ
れ
を
忘
れ
ち
や
ゐ
な
い
よ
。
決

し
て
、
馬
鹿
げ
た
こ
と
は
し
な
い
。
あ
た
し
信
じ
て
る
！
」
（
前
に
同
じ
、
176
頁
）

15
「
幸
い
、
早
く
終
わ
り
そ
う
で
す
か
ら
、
お
う
ち
に
帰
る
ん
で
す
な
」

�

「
う
ち
に
な
ん
か
帰
り
た
く
あ
り
ま
せ
ん
わ
。
独
り
ぼ
っ
ち
に
な
り
た
く
あ
り
ま
せ
ん

の
。
泣
い
た
り
す
れ
ば
、
眼
が
赤
く
、
は
れ
ぼ
っ
た
く
な
る
の
で
、
泣
く
わ
け
に
も
い

き
ま
せ
ん
。
そ
れ
に
、
あ
し
た
は
た
く
さ
ん
の
人
た
ち
と
お
昼
ご
飯
を
一
緒
に
い
た
だ

く
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
の
で
ね
。
そ
れ
は
そ
う
と
、
あ
な
た
も
、
お
い
で
に
な
っ
て

い
た
だ
け
ま
せ
ん
か
？

も
う
一
人
、
男
の
ひ
と
が
よ
ぶ
ん
に
必
要
な
ん
で
す
の
。
あ

た
し
は
元
気
な
様
子
を
し
て
い
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
し
、
ト
ム
は
、
こ
の
会
が
う
ま

く
ゆ
け
ば
、
肖
像
画
を
一
枚
た
の
ま
れ
る
だ
ろ
う
と
、
当
て
に
し
て
い
る
ん
で
す
の

よ
」

「
驚
き
ま
し
た
ね
、
あ
な
た
の
勇
気
に
は
―
─
」

�

「
そ
う
お
思
い
に
な
っ
て
？

内
心
は
断
腸
の
思
い
な
ん
で
す
け
ど
。
で
も
、
こ
ん
な

ふ
う
に
し
て
お
い
た
ほ
う
が
気
が
楽
だ
と
思
い
ま
す
の
。
ジ
ェ
ラ
ー
ド
だ
っ
て
、
あ
た

し
が
平
気
な
顔
を
し
て
い
る
ほ
う
が
気
に
入
る
ん
じ
ゃ
な
い
で
し
ょ
う
か
。
心
の
悲
し

み
を
包
み
か
く
し
て
陽
気
に
振
舞
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
今
の
あ
た
し
の
境
遇
が
持
つ

皮
肉
を
、
あ
の
ひ
と
だ
っ
た
ら
、
き
っ
と
面
白
が
る
に
ち
が
い
あ
り
ま
せ
ん
わ
。
フ
ラ

ン
ス
の
小
説
家
が
と
て
も
上
手
に
描
写
す
る
の
は
、
こ
う
い
う
種
類
の
こ
と
だ
と
あ
の

ひ
と
は
い
つ
も
思
っ
て
い
た
ん
で
す
か
ら
ね
」
（
サ
マ
セ
ッ
ト
・
モ
ー
ム
〈
龍
口
直
太

郎
訳
〉
「
社
交
意
識
」
〈
『
コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ン
ズ
』
（
ち
く
ま
文
庫
）
〉
361
頁
、
昭
和

三
十
七
年
）

現
代
語
の
「
勇
気
」
も
、
「
何
か
を
す
る
気
力
」
の
う
ち
に
含
ま
れ
る
で
あ
ろ
う
が
、
そ

れ
も
含
め
て
、
近
代
の
「
勇
気
」
は
、
「
何
か
を
す
る
気
力
」
の
こ
と
を
、
広
く
指
し
て
い

た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
こ
と
を
踏
ま
え
る
と
、
「
羅
生
門
」
の
「
勇
気
」
も
、
心
が
沈
む

よ
う
な
事
態
の
中
に
あ
っ
て
、
後
ろ
向
き
に
な
っ
て
、
生
き
る
気
力
を
失
っ
て
い
る
状
態
が
、

例
１
の
「
勇
気
が
出
ず
に
ゐ
た
」
で
あ
り
（
例
２
の
「
さ
つ
き
、
門
の
下
で
、
こ
の
男
に
欠

け
て
ゐ
た
勇
気
」
も
、
同
様
）
、
老
婆
の
話
を
受
け
て
、
生
き
る
こ
と
に
立
ち
向
か
お
う
と

す
る
前
向
き
な
姿
勢
・
気
力
を
取
り
戻
し
た
こ
と
が
、
例
２
の
「
下
人
の
心
に
は
、
或
勇
氣

が
生
ま
れ
て
來
た
。
」
・
「
全
然
、
反
対
な
方
向
に
動
か
う
と
す
る
勇
気
」
で
あ
る
と
も
考

え
ら
れ
る
と
思
う
の
で
あ
る
。
ま
た
、
例
２
の
「
さ
つ
き
、
門
の
下
で
こ
の
老
婆
を
捕
へ
た

時
の
勇
気
」
も
、
「
悪
を
悪
む
心
」
が
「
勢
よ
く
燃
え
上
り
出
」
（
150
頁
）
す
と
い
う
意
味

で
、
下
人
の
気
持
ち
が
前
向
き
に
な
り
、
気
力
を
取
り
戻
し
た
こ
と
を
指
し
て
い
る
と
考
え

ら
れ
る
。

三

「Sentim
entalism

e

に
影
響
し
た
」

本
稿
の
趣
旨
は
、
今
述
べ
た
通
り
で
あ
る
が
、
関
連
し
て
、
「
だ
か
ら
「
下
人
が
雨
や
み

を
待
つ
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
く
れ
て
ゐ
た
」
と
云
ふ
方
が
、
適
当
で
あ
る
。
そ
の
上
、
今
日
の
空
模
様
も
少
か
ら

「勇気」の意味
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ず
、
こ
の
平
安
朝
の
下
人
のSentim

entalism
e

に
影
響
し
た
。
申
の
刻
下
り
か
ら
ふ
り
出

し
た
雨
は
、
未
に
上
る
け
し
き
が
な
い
。
」
（
146
頁
）
と
あ
る
、
「Sentim

entalism
e

に

影
響
し
た
」
の
解
釈
に
つ
い
て
、
触
れ
て
お
く
。

こ
れ
に
つ
い
て
は
、
「
下
人
は
今
日
の
雨
模
様
に
す
ら
セ
ン
チ
メ
ン
タ
ル
に
な
る
男
だ

と
語
ら
れ
て
い
た
」
（
田
中
実
（
一
九
七
八
）
、
31
頁
）
、
「
「
空
模
様
は
少
か
ら
ず
こ

の
平
安
朝
の
下
人
のSentim

entalism
e

に
影
響
し
た
。
」
と
い
う
認
識
に
よ
れ
ば
、
彼
の

心
理
は
生
存
苦
と
い
う
よ
り
も
む
し
ろ
失
業
者
と
し
て
の
サ
ン
チ
マ
ン
タ
リ
ス
ム
に
陥
っ
て

い
た
の
で
あ
る
」
（
笹
渕
友
一
（
一
九
八
一
）
、
207
頁
）
、
「
『
羅
生
門
』
は
、
下
人
が

「Sentim
entalism

e
」
を
放
擲
し
、
モ
ノ
を
相
手
と
す
る
行
為
を
拒
絶
し
て
「
積
極
的
」

に
「
強
盗
」
を
選
び
取
る
物
語
で
あ
る
」
（
須
田
千
里
（
一
九
九
四
）
、
13
頁
）
の
よ
う
に
、

下
人
が
「Sentim

entalism
e

」
に
陥
っ
て
い
る
と
解
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
が
、
逆
の

解
釈
も
あ
り
う
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
点
で
あ
る
。

現
代
語
で
考
え
る
と
、
「
影
響
し
た
」
は
、

16�

Ｋ
の
復
籍
し
た
の
は
一
年
生
の
時
で
し
た
。
そ
れ
か
ら
二
年
生
の
中
頃
に
な
る
迄
、

約
一
年
半
の
間
、
彼
は
独
力
で
己
れ
を
支
え
て
行
つ
た
の
で
す
。
と
こ
ろ
が
こ
の
過
度

の
労
力
が
次
第
に
彼
の
健
康
と
精
神
の
上
に
影
響
し
て
来
た
よ
う
に
見
え
出
し
ま
し
た
。

そ
れ
に
は
無
論
養
家
を
出
る
出
な
い
の
蒼
蠅
い
問
題
も
手
伝
つ
て
ゐ
た
で
せ
う
。
彼

は

段
々
感
傷
的
に
な
つ
て
来
た
の
で
す
。
時
に
よ
る
と
、
自
分
丈
が
世
の
中
の
不
幸

を
一
人
で
脊
負
つ
て
立
つ
て
ゐ
る
よ
う
な
事
を
云
ひ
ま
す
。
さ
う
し
て
夫
を
打
ち
消
せ

ば
す
ぐ
激
す
る
の
で
す
。
そ
れ
か
ら
自
分
の
未
来
に
横
わ
る
光
明
が
、
次
第
に
彼
の
眼

を
遠
退
い
て
行
く
や
う
に
も
思
つ
て
、
い
ら
〳
〵
す
る
の
で
す
。
（
夏
目
漱
石
「
心
」

〈
『
漱
石
全
集
』
第
九
巻
（
岩
波
書
店
）
〉
209
頁
、
大
正
三
年
）

の
よ
う
に
、
悪
い
方
向
に
導
か
れ
る
場
合
、

17�

余
が
現
在
の
頭
を
支
配
し
余
が
将
来
の
仕
事
に
影
響
す
る
も
の
は
残
念
な
が
ら
、
わ

が
祖
先
の
も
た
ら
し
た
過
去
で
な
く
つ
て
、
却
て
異
人
種
の
海
の
向
ふ
か
ら
持
つ
て
来

て
く
れ
た
思
想
で
あ
る
。
（
夏
目
漱
石
「
東
洋
美
術
図
譜
」
〈
『
漱
石
全
集
』
第
十
六

巻
（
岩
波
書
店
）
〉
307
頁
、
明
治
四
十
三
年
）

の
よ
う
に
、
よ
い
で
も
悪
い
で
も
な
い
、
中
立
的
な
あ
る
方
向
に
導
か
れ
る
場
合
に
は
用
い

ら
れ
る
が
、
「
そ
の
日
の
天
候
が
影
響
し
て
、
よ
い
記
録
を
出
す
こ
と
が
で
き
た
」
と
か

「
好
景
気
が
影
響
し
て
、
会
社
の
業
績
は
好
転
し
た
」
の
よ
う
に
、
よ
い
方
向
へ
導
か
れ
る

場
合
に
は
用
い
に
く
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

し
か
し
、
か
つ
て
は
、
次
の
よ
う
に
、
よ
い
方
向
へ
導
か
れ
る
場
合
に
用
い
ら
れ
た
例
も

あ
る
。
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「
奥
さ
ん
の
此
態
度
が
自
然
私
の
気
分
に
影
響
し
て
来
ま
し
た
。
し
ば
ら
く
す
る
う
ち

に
、
私
の
眼
は
も
と
程
き
よ
ろ
付
か
な
く
な
り
ま
し
た
。
自
分
の
心
が
自
分
の
坐
つ
て

ゐ
る
所
に
、
ち
や
ん
と
落
付
い
て
ゐ
る
や
う
な
気
に
も
な
れ
ま
し
た
。
要
す
る
に
奥
さ

ん
始
め
家
の
も
の
が
、
僻
ん
だ
私
の
眼
や
疑
ひ
深
い
私
の
様
子
に
、
て
ん
か
ら
取
り
合

は
な
か
つ
た
の
が
、
私
に
大
き
な
幸
福
を
与
へ
た
の
で
せ
う
。
私
の
神
経
は
相
手
か
ら

照
り
返
し
て
来
る
反
射
の
な
い
た
め
に
段
々
静
ま
り
ま
し
た
。
（
夏
目
漱
石
「
心
」

〈
『
漱
石
全
集
』
第
九
巻
（
岩
波
書
店
）
〉
184
頁
、
大
正
三
年
）

「Sentim
entalism

e

」
と
い
う
語
は
、
田
山
花
袋
『
小
説
作
法
』
の
第
二
編
の
三
に

「
セ
ン
チ
メ
ン
タ
リ
ズ
ム
の
破
壊
」
と
し
て
、
次
の
よ
う
な
記
述
が
あ
り
、
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私
は
モ
ウ
パ
ツ
サ
ン
の
作
品
を
読
ん
で
、
驚
き
も
し
嘆
き
も
し
憎
み
も
し
た
。
か
う

い
ふ
状
態
が
社
会
の
状
態
で
あ
り
人
間
の
状
態
で
あ
る
か
と
思
ふ
と
、
慟
哭
し
た
く
な

つ
た
。
『
そ
ん
な
こ
と
は
な
い
。
そ
ん
な
こ
と
は
な
い
。
こ
れ
も
要
す
る
に
作
者
の
想

像
で
あ
る
。
想
像
で
見
た
作
者
の
人
生
で
あ
る
』
と
強
い
て
思
つ
て
、
自
か
ら
心
の
安

慰
を
求
め
や
う
と
し
た
。
け
れ
ど
そ
れ
は
矢
張
美
し
い
夢
で
あ
つ
た
。
真
乎
に
虚
偽
を

排
し
て
観
察
し
て
見
る
と
、
モ
ウ
パ
ツ
サ
ン
の
描
い
た
と
こ
ろ
は
一
々
争
ふ
べ
か
ら
ざ

る
事
実
で
あ
つ
た
。
美
し
い
衣
を
ぬ
ぎ
捨
て
た
赤
裸
々
の
自
然
で
あ
つ
た
。
（
略
）
理

想
が
あ
れ
ば
こ
そ
、
抵
抗
も
し
た
く
な
る
、
鍍
も
つ
け
て
見
た
く
な
る
。
な
ま
じ
い
に

美
な
ど
と
い
ふ
こ
と
に
執
着
す
る
か
ら
、
自
然
を
自
然
と
し
て
見
る
こ
と
が
出
来
な
い
。

理
想
を
破
壊
し
や
う
、
美
と
い
ふ
観
念
を
破
壊
し
や
う
。
思
ひ
切
つ
て
行
く
処
ま
で
行

つ
て
見
や
う
。
か
う
私
は
思
つ
た
。
（
田
山
花
袋
『
小
説
作
法
』
〈
『
定
本
花
袋
全

集
』
第
二
十
六
巻
（
臨
川
書
店
）
〉
240
～
241
頁
、
明
治
四
十
二
年
）

芥
川
龍
之
介
の
他
の
作
品
で
も
、

20
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桜
頃
の
或
夜
、
お
君
さ
ん
は
ひ
と
り
机
に
向
つ
て
、
殆
一
番
鶏
が
啼
く
頃
ま
で
、
桃

色
を
し
た
レ
タ
ア
・
ペ
エ
パ
ア
に
せ
つ
せ
と
ペ
ン
を
走
ら
せ
続
け
た
。
が
、
そ
の
書

き
上
げ
た
手
紙
の
一
枚
が
、
机
の
下
に
落
ち
て
ゐ
た
事
は
、
朝
に
な
つ
て
カ
ツ
フ
エ

へ
出
て
行
つ
た
後
も
、
遂
に
お
君
さ
ん
に
は
気
が
つ
か
な
か
つ
た
ら
し
い
。
す
る
と

窓
か
ら
流
れ
こ
ん
だ
春
風
が
、
そ
の
一
枚
の
レ
タ
ア
・
ペ
エ
パ
ア
を
翻
し
て
、
鬱
金

木
綿
の
蔽
ひ
を
か
け
た
鏡
が
二
つ
並
ん
で
ゐ
る
梯
子
段
の
下
ま
で
吹
き
落
し
て
し
ま

つ
た
。
下
に
ゐ
る
女
髪
結
は
、
頻
々
と
し
て
お
君
さ
ん
の
手
に
落
ち
る
艶
書
の
あ
る

事
を
心
得
て
ゐ
る
。
だ
か
ら
こ
の
桃
色
を
し
た
紙
も
、
恐
ら
く
は
そ
の
一
枚
だ
ら
う

と
思
つ
て
、
好
奇
心
か
ら
わ
ざ
わ
ざ
眼
を
通
し
て
見
た
。
す
る
と
意
外
に
も
こ
れ
は
、

お
君
さ
ん
の
手
蹟
ら
し
い
。
で
は
お
君
さ
ん
が
誰
か
の
艶
書
に
返
事
を
認
め
た
の
か

と
思
ふ
と
、
「
武
男
さ
ん
に
御
別
れ
な
す
つ
た
時
の
事
を
考
へ
る
と
、
私
は
涙
で
胸

中野 伸彦
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が
張
り
裂
け
る
や
う
で
ご
ざ
い
ま
す
」
と
書
い
て
あ
る
。
果
然
お
君
さ
ん
は
殆
徹
夜

を
し
て
、
浪
子
夫
人
に
与
ふ
べ
き
慰
問
の
手
紙
を
作
つ
た
の
で
あ
つ
た
。
―
―

�

お
れ
は
こ
の
挿
話
を
書
き
な
が
ら
、
お
君
さ
ん
の
サ
ン
テ
イ
マ
ン
タ
リ
ズ
ム
に
微
笑

を
禁
じ
得
な
い
の
は
事
実
で
あ
る
。
が
、
お
れ
の
微
笑
の
中
に
は
、
寸
毫
も
悪
意
は
含

ま
れ
て
ゐ
な
い
。
（
芥
川
龍
之
介
「
葱
」
〈
『
芥
川
龍
之
介
全
集
』
第
五
巻
（
岩
波
書

店
）
〉
238
頁
、
大
正
九
年
）

21

�

少
女
は
宣
教
師
と
入
れ
違
ひ
に
保
吉
の
隣
り
へ
腰
を
か
け
た
。
そ
の
又
「
あ
り
が
た

う
」
も
顔
の
や
う
に
小
ま
し
や
く
れ
た
抑
揚
に
富
ん
で
ゐ
る
。
保
吉
は
思
は
ず
顔
を

し
か
め
た
。
由
来
子
供
は
―
―
殊
に
少
女
は
二
千
年
前
の
今
月
今
日
、
ベ
ツ
レ
ヘ
ム

に
生
ま
れ
た
赤
児
の
や
う
に
清
浄
無
垢
の
も
の
と
信
じ
ら
れ
て
ゐ
る
。
し
か
し
彼
の

経
験
に
よ
れ
ば
、
子
供
で
も
悪
党
の
な
い
訳
で
は
な
い
。
そ
れ
を
悉
く
神
聖
が
る
の

は
世
界
に
遍
満
し
た
セ
ン
テ
ィ
メ
ン
タ
リ
ズ
ム
で
あ
る
。
（
芥
川
龍
之
介
「
少
年
」

〈
『
芥
川
龍
之
介
全
集
』
第
十
一
巻
（
岩
波
書
店
）
〉
55
頁
、
大
正
十
三
年
）

の
よ
う
な
例
が
あ
る
と
こ
こ
ろ
か
ら
見
る
と
、
「
現
実
よ
り
も
虚
構
に
没
入
し
て
し
ま
う
」

（
小
谷
瑛
輔
（
二
〇
一
八
）
、
15
頁
）
と
い
う
よ
う
な
意
味
の
語
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

一
概
に
悪
い
こ
と
な
わ
け
で
は
な
い
が
、
「
羅
生
門
」
に
お
い
て
は
、
そ
こ
か
ら
脱
却
す
べ

き
対
象
と
し
て
悪
い
こ
と
の
よ
う
に
解
釈
さ
れ
（
海
老
井
英
次
（
一
九
九
〇
）
で
は
、
「
羅

生
門
」
の
「Sentim

entalism
e

」
へ
の
注
と
し
て
、
「
フ
ラ
ン
ス
語
。
「
感
傷
」
は
こ
の

作
品
世
界
の
前
提
に
な
っ
て
い
る
ム
ー
ド
で
あ
り
、
そ
の
超
克
が
主
人
公
の
課
題
な
の
で
あ

る
」
と
記
さ
れ
て
い
る
）
、
ま
た
、
現
代
語
の
「
影
響
し
た
」
の
用
法
の
影
響
も
あ
っ
て
、

下
人
が
「Sentim

entalism
e

」
に
陥
っ
て
い
る
と
解
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
う
の
で
あ
る

が
、
「
羅
生
門
」
の
冒
頭
の
下
人
は
、
「Sentim

entalism
e

」
か
ら
脱
却
し
て
い
る
、
あ

る
い
は
、
「Sentim

entalism
e

」
が
減
退
し
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
と
思
う
の

で
あ
る
。

最
後
の
下
人
が
、
現
実
を
本
当
に
見
て
い
な
い
の
で
な
い
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、

田
中
実
（
一
九
七
八
）
で
、
「
〈
現
実
〉
に
出
会
え
ず
、
夜
の
闇
に
紛
れ
込
で
い
っ
た
若
い

男
、
こ
の
「
平
安
朝
の
下
人
」
に
と
っ
て
、
楼
上
の
体
験
は
通
過
儀
礼
た
り
え
ず
、
〈
境

界
〉
は
逃
げ
水
の
ご
と
く
遠
ざ
か
っ
て
い
っ
た
。
こ
こ
に
は
、
〈
現
実
〉
の
上
澄
み
だ
け

を
掬
い
と
っ
て
観
念
の
陥
穽
に
落
ち
込
ん
で
い
く
青
年
の
姿
が
描
き
出
さ
れ
て
い
た
の
で

あ
る
」
（
36
頁
）
、
「
下
人
が
〈
行
為
〉
を
獲
得
し
、
「
夜
の
底
」
に
か
け
下
り
て
い
く

と
き
の
「
解
放
」
感
、
そ
れ
こ
そ
〈
語
り
手
〉
の
批
評
の
対
象
で
あ
り
、
小
説
は
決
し
て

主
人
公
の
主
観
が
作
品
の
空
間
の
全
て
で
は
な
い
。
〈
語
り
手
〉
は
下
人
が
己
の
既
成
の

観
念
に
よ
っ
て
〈
世
界
〉
の
方
を
組
み
替
え
て
し
ま
う
、
そ
の
若
々
し
い
倨
傲
と
錯
誤
を

語
っ
て
い
た
。
そ
の
と
き
、
下
人
に
対
峙
す
べ
き
対
象
、
〈
現
実
〉
あ
る
い
は
〈
世
界
〉
は

後
方
に
退
き
、
下
人
に
よ
っ
て
造
り
変
え
ら
れ
た
観
念
上
の
〈
現
実
〉
、
欺
罔
の
方
が
浮

上
し
て
く
る
。
下
人
は
そ
れ
と
知
ら
ず
に
欺
罔
の
闇
に
包
ま
れ
、
い
っ
そ
う
孤
立
化
を
深

め
、
「
孤
独
地
獄
」
に
陥
っ
て
い
く
で
あ
ろ
う
。
か
く
て
〈
現
実
〉
と
格
闘
は
お
ろ
か
、
対

峙
す
る
こ
と
さ
え
で
き
ず
闇
に
包
ま
れ
た
男
（
考
え
る
青
年
）
が
あ
ら
わ
に
な
っ
て
く
る
」

（
38
頁
）
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
通
り
で
あ
る
よ
う
に
思
う
の
で
あ
る
が
、
ま
さ
に
、
こ
れ
は
、

「Sentim
entalism

e

」
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

こ
れ
と
対
照
的
に
、
冒
頭
の
下
人
は
、
「Sentim

entalism
e

」
が
失
わ
れ
（
減
退
し
）
、

現
実
に
直
面
し
て
い
た
の
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
と
す
れ
ば
、
「
羅
生
門
」
は
、

「Sentim
entalism

e

」
が
失
わ
れ
（
減
退
し
）
て
い
た
が
故
に
、
現
実
に
直
面
し
、
生
き

る
気
力
を
失
い
か
け
て
い
た
下
人
が
、
「Sentim

entalism
e

」
を
獲
得
す
る
（
あ
る
い
は
、

「Sentim
entalism

e

」
に
陥
る
）
こ
と
に
よ
っ
て
、
生
き
る
気
力
を
得
る
よ
う
に
な
る
話

と
見
る
こ
と
も
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
の
で
あ
る
（
「
黒
洞
々
た
る
夜
」
（
154
頁
）

の
闇
を
見
て
い
る
の
は
老
婆
で
あ
っ
て
、
暗
い
階
段
を
駆
け
下
り
る
下
人
に
は
、
妙
に
明
る

い
未
来
が
見
え
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
）
。
こ
の
こ
と
の
是
非
は
措
く
と
し
て
も
、

「
勇
気
」
・
「
影
響
す
る
」
の
近
代
に
お
け
る
用
い
方
を
見
る
と
、
少
な
く
と
も
、
言
葉
の

上
か
ら
は
、
そ
う
い
う
解
釈
の
で
き
る
可
能
性
も
あ
る
と
思
う
の
で
あ
る
。

四

お
わ
り
に

以
上
、
「
勇
気
」
及
び
「
影
響
す
る
」
の
近
代
に
お
け
る
用
法
に
は
、
現
代
と
は
異
な
る

と
こ
ろ
が
あ
り
、
そ
れ
を
踏
ま
え
て
考
え
れ
ば
、
「
羅
生
門
」
と
い
う
小
説
の
解
釈
に
、
こ

れ
ま
で
と
は
異
な
る
解
釈（

２
）

（
管
見
の
範
囲
で
で
あ
る
が
）
の
可
能
性
も
あ
る
の
で
は
な
い
か

と
い
う
こ
と
を
述
べ
て
き
た
。

注（
１
）�

『
芥
川
龍
之
介
全
集
』
は
、
一
九
九
五
～
一
九
九
八
年
に
出
版
さ
れ
た
も
の
に
よ

る
。
ま
た
、
後
出
の
『
漱
石
全
集
』
は
、
一
九
九
三
～
一
九
九
九
年
に
出
版
さ
れ
た

も
の
に
よ
る
。
な
お
、
以
下
、
用
例
の
引
用
に
際
し
て
は
、
振
り
仮
名
を
省
く
な
ど
、

表
記
を
変
え
た
と
こ
ろ
が
あ
る
。
ま
た
、
近
代
の
「
勇
気
」
・
「
影
響
す
る
」
の
用

例
の
採
取
に
あ
た
っ
て
は
、
次
を
利
用
し
た
と
こ
ろ
が
あ
る
。

・
青
空
文
庫

https://w
w
w.aozora.gr.jp/

（
２
）�

「
勇
気
」
・
「
影
響
す
る
」
を
ど
の
よ
う
に
と
ら
え
て
い
る
か
は
は
っ
き
り
し
な

い
が
、
清
水
康
次
（
一
九
八
〇
）
で
、
「
下
人
の
内
に
力
は
あ
っ
た
。
し
か
し
、
そ

「勇気」の意味
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の
力
は
倫
理
や
論
理
に
よ
っ
て
は
行
為
と
結
び
付
か
な
い
の
で
あ
り
、
内
な
る
力
を

行
為
に
結
び
付
け
る
「
勇
気
」
が
欠
け
て
い
た
の
で
あ
る
」
（
３
頁
）
、
「
「
羅
生

門
」
に
お
い
て
、
作
者
は
、
日
常
の
生
の
世
界
が
偽
り
に
満
ち
た
弱
者
の
世
界
で
あ

り
、
裸
の
弱
者
（
偽
り
を
持
た
な
い
弱
者
）
に
と
っ
て
は
「
黒
洞
々
た
る
夜
」
と
い

う
風
景
を
呈
す
る
こ
と
を
示
し
て
い
た
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
闇
に
対
抗
し
う
る

力
を
、
作
者
は
、
下
人
の
行
為
に
お
い
て
描
き
出
し
た
の
で
あ
る
」
（
11
～
12
頁
）
、

「
理
性
の
点
検
の
前
に
彼
は
彼
の
生
活
を
肯
定
す
る
も
の
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
な

い
。
こ
の
よ
う
な
現
実
の
生
活
を
否
定
す
る
力
の
強
さ
と
、
肯
定
す
る
力
の
欠
如
と

が
、
「
自
己
の
生
活
」
に
生
き
ら
れ
な
い
、
「
腰
が
す
ゑ
ら
れ
な
い
」
と
い
う
意

識
、
す
な
わ
ち
空
虚
の
意
識
を
も
た
ら
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
（
略
）
現
状
の
生
に

対
す
る
こ
の
よ
う
な
空
虚
の
意
識
は
翻
れ
ば
本
当
の
自
己
に
支
え
ら
れ
た
生
（
「
自

己
の
生
活
」
に
生
き
る
こ
と
）
へ
の
願
望
と
な
る
」
（
13
～
14
頁
、
＊
中
野
注
：
こ

こ
で
言
わ
れ
て
い
て
い
る
「
彼
」
は
芥
川
龍
之
介
の
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
う
し
た
意

識
が
「
羅
生
門
」
に
反
映
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
）
、
「
し
か

し
、
下
人
の
力
は
、
所
詮
、
本
当
の
力
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
く
、
（
略
）
自
己

解
放
の
欲
求
が
冷
め
、
以
前
の
問
題
意
識
に
お
い
て
下
人
の
力
が
直
視
さ
れ
て
く
れ

ば
、
ま
た
、
「
羅
生
門
」
以
後
の
作
品
に
お
い
て
「
黒
洞
々
た
る
夜
」
の
暗
さ
が
明

確
化
さ
れ
て
く
れ
ば
、
初
出
稿
の
末
尾
文
、
つ
ま
り
作
者
の
下
人
に
対
す
る
信
頼
の

表
現
が
消
去
さ
れ
る
の
は
必
然
で
あ
る
と
考
え
ら
る
の
で
あ
る
」
（
21
頁
）
の
よ
う

に
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
は
、
本
稿
で
可
能
性
と
し
て
示
し
た
解
釈
に
近
い
も
の
か
と

も
思
わ
れ
る
。
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