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芥
川
龍
之
介
が
、
大
正
九
年
頃
よ
り
、
自
ら
の
文
学
的
傾
向
を
少
し
ず

つ
変
容
さ
せ
て
い
っ
た
と
い
う
こ
と
、
と
り
わ
け
、「
秋
」（
大

・
『
中

9

4

央
公
論
』
）
が
そ
の
大
き
な
転
機
と
な
っ
た
と
い
う
こ
と
は
し
ば
し
ば
指

摘
さ
れ
る
。
例
え
ば
、
三
好
行
雄
『
芥
川
龍
之
介
論
』（
昭
・

）
「
あ

51

9

る
終
焉
―

『
秋
』
の
周
辺
―

」
は
、
そ
の
点
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う

に
記
し
て
い
る
。

「
秋
」
に
関
し
て
、
現
在
す
で
に
、
一
つ
の
定
説
―

な
か
ば
伝
説

化
し
た
定
説
が
成
立
し
て
い
る
。
い
う
ま
で
も
な
く
、
芥
川
龍
之
介

が
「
秋
」
で
、
み
ず
か
ら
作
風
の
転
換
を
は
か
っ
た
と
す
る
説
で
あ

る
。
歴
史
か
ら
現
代
へ
下
降
し
て
、
同
時
代
を
描
く
リ
ア
リ
ズ
ム
の

方
法
を
手
に
入
れ
た
と
い
う
通
念
、
ひ
い
て
は
、
大
正
九
年
を
芥
川

文
学
の
ひ
と
つ
の
転
機
と
す
る
理
解
も
有
力
で
あ
る
。

こ
の
「
定
説
」
の
根
拠
と
な
っ
て
い
る
の
は
、
「
秋
」
に
つ
い
て
の
言
及

が
あ
る
大
正
九
年
四
月
九
日
付
滝
井
孝
作
宛
書
簡
で
あ
る
。
そ
の
中
で
、

芥
川
は
「
秋
は
大
し
て
悪
く
な
さ
さ
う
だ

案
ず
る
よ
り
う
む
が
易
か
つ

た
と
云
ふ
気
が
す
る

僕
は
だ
ん
〳
〵
あ
ゝ
云
ふ
傾
向
の
小
説
を
書
く
や

う
に
な
り
さ
う
だ
」
と
語
っ
て
い
る
。
こ
う
し
た
見
通
し
を
述
べ
る
の
は
、

一
つ
に
は
、
当
時
の
芥
川
が
、
典
拠
に
基
づ
き
な
が
ら
、
理
知
と
技
巧
に

よ
っ
て
緻
密
に
虚
構
の
世
界
を
作
り
上
げ
て
い
く
こ
れ
ま
で
の
創
作
方
法

に
行
き
詰
ま
り
を
感
じ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
芥
川
は
、

「
芸
術
そ
の
他
」
（
大

・
『
新
潮
』
）
に
お
い
て
、
『
今
昔
物
語
集
』

8

11

に
取
材
し
た
、
大
正
八
年
五
月
の
「
龍
」
を
執
筆
し
て
い
た
頃
、
「
同
じ

や
う
な
作
品
ば
か
り
」
し
か
書
け
な
い
状
況
に
陥
っ
て
い
た
と
述
べ
て
い

る
。
こ
う
し
た
状
況
が
、
「
秋
」
の
よ
う
な
小
説
に
対
す
る
試
み
を
促
し

て
い
っ
た
。
実
際
、
大
き
な
傾
向
と
し
て
見
た
時
に
、
「
秋
」
以
後
の
芥

川
作
品
に
、
芥
川
の
現
実
を
モ
チ
ー
フ
に
し
た
と
推
定
し
得
る
作
品
が
多

い
こ
と
は
疑
え
な
い
。

（
一

）右
の
「
定
説
」
は
、
そ
れ
相
応
の
論
拠
を
有
す

る
も
の
で
あ
る
と
感
じ
ら
れ
る
。

も
っ
と
も
、
三
好
行
雄
前
掲
書
は
、「
秋
」
が
「
リ
ア
リ
ズ
ム
の
方
法
」

を
獲
得
し
得
た
作
品
で
あ
る
と
は
い
え
な
い
と
い
う
こ
と
を
、
次
の
よ
う

に
指
摘
し
て
い
る
。

「
秋
」
に
よ
っ
て
作
風
の
転
換
を
は
か
る
試
み
が
か
り
に
あ
っ
た
と

し
て
も
、
そ
れ
は
挫
折
し
た
。
（
中
略
）
大
正
十
二
年
十
二
月
に
保

吉
物
が
現
れ
る
ま
で
の
過
程
を
、
い
わ
ば
過
渡
期
と
し
て
、
「
秋
」

は
芥
川
文
学
の
前
期
の
終
る
べ
き
地
点
で
あ
っ
た
。

「
秋
」
の
緻
密
な
作
品
論
に
基
づ
く
こ
う
し
た
見
解
は
説
得
力
を
持
っ
て
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い
る
。
確
か
に
、
「
秋
」
で
は
、
「
〈
現
実
〉
を
現
実
自
体
の
重
さ
に
お
い

て
描
く
こ
と
」
（
三
好
行
雄
前
掲
書
）
が
回
避
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、

そ
の
点
は
「
秋
」
だ
け
の
問
題
で
は
な
い
。
三
好
氏
が
「
リ
ア
リ
ズ
ム
の

方
法
」
に
近
付
い
た
と
す
る
「
保
吉
物
」
の
世
界
で
す
ら
、
「
つ
き
つ
め

た
告
白
が
た
だ
よ
」
っ
て
は
お
ら
ず
、
「
仮
面
の
素
顔
」
（
三
好
行
雄
前
掲

書
「
宿
命
の
か
た
ち
―

芥
川
龍
之
介
に
お
け
る
〈
母
〉
―

」
）
が
示

さ
れ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。
芥
川
は
、
日
常
に
根
差
し
た
作
品
を
書
く
よ

う
に
な
っ
て
か
ら
も
、
事
実
を
模
写
す
れ
ば
そ
れ
で
よ
し
と
し
て
い
た
わ

け
で
は
勿
論
な
い
。
そ
の
こ
と
は
、
「
『
私
』
小
説
論
小
見
」
（
大

・14

11

『
新
潮
』
）
で
、
「
『
私
』
小
説
の
『
私
』
小
説
た
る
所
以
は
『
嘘
で
は
な

い
』
と
言
ふ
こ
と
で
」
あ
る
が
、
「
『
嘘
で
は
な
い
』
と
言
ふ
こ
と
は
実
際

上
の
問
題
は
兎
に
角
、
芸
術
上
の
問
題
に
は
何
の
権
威
を
も
持
つ
て
ゐ
ま

せ
ん
。」
と
述
べ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
分
か
る
。
あ
る
い
は
、
「
侏
儒
の
言

葉
」
（
大

・
～
大

・
『
文
芸
春
秋
』
）
の
「
告
白
」
（
こ
の
項
は

12

1

14

11

大
・

に
掲
載
さ
れ
た
。
）
で
は
、
次
の
よ
う
に
も
記
さ
れ
て
い
る
。

12

8

完
全
に
自
己
を
告
白
す
る
こ
と
は
何
人
に
も
出
来
る
こ
と
で
は
な

い
。
同
時
に
又
自
己
を
告
白
せ
ず
に
は
如
何
な
る
表
現
も
出
来
る
も

の
で
は
な
い
。
／
ル
ツ
ソ
オ
は
告
白
を
好
ん
だ
人
で
あ
る
。
し
か
し

赤
裸
々
の
彼
自
身
は
懺
悔
録
の
中
に
も
発
見
出
来
な
い
。
メ
リ
メ
は

告
白
を
嫌
つ
た
人
で
あ
る
。
し
か
し
「
コ
ロ
ン
バ
」
は
隠
約
の
間
に

彼
自
身
を
語
つ
て
は
ゐ
な
い
で
あ
ら
う
か
？

所
詮
告
白
文
学
と
そ

の
他
の
文
学
と
の
境
界
線
は
見
か
け
ほ
ど
は
つ
き
り
は
し
て
ゐ
な
い

の
で
あ
る
。

作
品
の
内
容
が
真
実
で
あ
る
の
か
虚
構
で
あ
る
の
か
の
境
界
線
は
、
結
局

の
と
こ
ろ
曖
昧
な
も
の
で
あ
り
、
重
要
な
問
題
で
は
な
い
。
現
実
を
モ
チ

ー
フ
に
し
た
、
「
秋
」
以
降
の
作
品
に
お
い
て
、
赤
裸
々
な
自
己
が
た
と

え
描
か
れ
て
い
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
、
決
し
て
不
思
議
な
こ
と

で
は
な
い
。

と
は
い
え
、
そ
の
こ
と
は
、
「
秋
」
の
頃
の
芥
川
に
変
化
の
兆
し
が
全

く
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
。
三
好
氏
も
指
摘

す
る
通
り
、
こ
の
頃
の
芥
川
が
「
歴
史
に
仮
装
す
る
む
な
し
さ
を
、
に
が

い
自
覚
と
し
は
じ
め
」
た
と
い
う
こ
と
、「
〈
現
実
〉
を
現
実
自
体
の
重
さ
」

で
描
い
て
い
な
い
に
せ
よ
、
徐
々
に
、
「
作
家
の
私
的
な
体
験
に
ま
で
降

り
た
っ
て
現
代
を
描
く
」
と
い
う
方
法
を
模
索
し
始
め
た
と
い
う
こ
と
も

ま
た
確
か
で
あ
る
。
厳
密
な
時
期
や
き
っ
か
け
を
特
定
す
る
こ
と
は
そ
も

そ
も
不
可
能
で
あ
る
が
、
お
お
よ
そ
こ
の
頃
よ
り
、
芥
川
文
学
の
変
容
の

様
相
は
、
徐
々
に
、
見
え
始
め
て
く
る
と
理
解
し
て
よ
い
だ
ろ
う
。

し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
現
実
を
描
く
試
み
は
、
芥
川
に
と
っ
て
実
に
困

難
な
課
題
で
あ
っ
た
。
一
般
的
に
い
っ
て
、
や
や
も
す
れ
ば
、
創
作
す
る

た
め
の
素
材
が
身
近
に
あ
っ
た
方
が
、
創
作
は
容
易
で
あ
る
よ
う
に
思
わ

れ
が
ち
で
は
あ
る
が
、
少
な
く
と
も
、
芥
川
の
場
合
は
そ
う
い
う
わ
け
で

は
な
か
っ
た
。
と
い
う
の
も
、
現
実
を
モ
チ
ー
フ
に
し
た
作
品
は
、
下
手

を
す
れ
ば
、
通
俗
的
な
興
味
関
心
ば
か
り
が
先
行
し
た
作
品
に
堕
落
す
る

危
険
性
を
常
に
孕
ん
で
い
る
と
芥
川
に
は
感
じ
ら
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
こ

う
し
た
危
険
性
を
孕
む
創
作
へ
の
移
行
の
中
で
、
芥
川
は
自
ら
の
無
力
を

痛
感
す
る
よ
う
に
な
る
。
そ
の
こ
と
が
、
や
が
て
、
芥
川
の
芸
術
観
の
変

容
を
決
定
的
に
促
し
て
い
く
。
以
下
は
、
当
時
の
芥
川
が
直
面
し
て
い
た

苦
悩
や
困
難
に
焦
点
を
当
て
、
芥
川
が
芸
術
観
を
変
容
さ
せ
て
い
っ
た
経

緯
に
つ
い
て
考
察
す
る
も
の
で
あ
る
。

二
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現
実
を
描
く
こ
と
に
軸
足
を
移
し
始
め
た
時
、
芥
川
の
中
に
し
き
り
に

意
識
さ
れ
た
の
は
、
決
し
て
容
認
で
き
な
い
同
時
代
の
傾
向
で
あ
っ
た
。

例
え
ば
、
「
澄
江
堂
雑
記
」
（
大
・

『
随
筆
』
）「
告
白
」
に
は
、
次
の

12

11

よ
う
な
記
述
が
あ
る
。

「
も
つ
と
己
の
生
活
を
書
け
、
も
つ
と
大
胆
に
告
白
し
ろ
」
と
は
屡
、

諸
君
の
勧
め
る
言
葉
で
あ
る
。
僕
も
告
白
を
せ
ぬ
訳
で
は
な
い
。
僕

の
小
説
は
多
少
に
も
せ
よ
、
僕
の
体
験
の
告
白
で
あ
る
。
け
れ
ど
も

諸
君
は
承
知
し
な
い
。
諸
君
の
僕
に
勧
め
る
の
は
僕
自
身
を
主
人
公

に
し
、
僕
の
身
の
上
に
起
つ
た
事
件
を
臆
面
も
な
し
に
書
け
と
云
ふ

の
で
あ
る
。
（
中
略
）
た
と
え
ば
僕
も
一
茶
の
や
う
に
交
合
記
録
を

書
い
た
と
す
る
。
そ
れ
を
又
中
央
公
論
か
何
か
の
新
年
号
に
載
せ
た

と
す
る
。
読
者
は
皆
面
白
が
る
。
批
評
家
は
一
転
機
を
来
し
た
な
ど

と
褒
め
る
。
友
だ
ち
は
愈
裸
に
な
つ
た
な
ど
と
、
―

考
へ
た
だ
け

で
も
鳥
肌
に
な
る
。

読
者
の
低
俗
な
興
味
を
引
き
付
け
る
こ
と
を
主
た
る
目
的
と
し
て
、
自
ら

の
生
活
や
そ
の
周
辺
の
人
物
の
生
活
を
小
説
の
素
材
に
用
い
る
と
い
う
こ

と
へ
の
嫌
悪
感
、
あ
る
い
は
、
そ
う
し
た
小
説
を
告
白
小
説
の
真
髄
と
考

え
て
評
価
す
る
風
潮
が
あ
る
こ
と
へ
の
嫌
悪
感
が
記
さ
れ
て
い
る
。
芥
川

は
、
そ
の
当
時
隆
盛
を
極
め
て
い
た
私
小
説
や
告
白
小
説
の
中
に
、
自
ら

の
生
活
を
見
せ
物
に
し
て
読
者
の
興
味
を
掻
き
立
て
よ
う
と
す
る
卑
し
さ

が
充
満
し
て
い
る
と
考
え
、
そ
れ
に
苛
立
ち
を
感
じ
て
い
た
の
で
あ
る
。

実
際
、
そ
の
こ
と
は
、「
大
正
九
年
の
文
芸
界
」（
大
・

『
毎
日
年
鑑

9

11

（
大
正
十
年
）
』
）
「
モ
デ
ル
の
為
の
モ
デ
ル
」
に
お
い
て
も
明
確
に
示
さ

れ
て
い
る
。
そ
の
中
で
、
芥
川
は
、
「
近
年
の
文
壇
程
、
自
叙
伝
小
説
に

富
ん
で
ゐ
る
文
壇
は
滅
多
に
な
い
」
と
現
状
を
分
析
し
た
上
で
、
そ
の
「
自

叙
伝
小
説
」
に
お
い
て
「
実
在
の
登
場
人
物
」
を
描
く
意
図
が
「
芸
術
的

以
外
の
目
的
」
に
な
っ
て
い
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
「
モ
デ
ル
そ
の
物
の
興

味
」
に
依
存
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
こ
と
を
批
判
し
て
い
る
。

「
芥
川
龍
之
介
氏
と
の
一
時
間
」（
大
・

『
新
潮
』
）
と
題
さ
れ
た

14

2

記
者
と
の
対
談
で
は
、
記
者
に
「
作
品
に
直
接
自
分
の
事
を
お
書
き
に
な

ら
な
い
こ
と
に
、
何
か
特
別
の
理
由
な
り
、
お
考
え
が
あ
る
ん
で
す
か
。
」

と
問
わ
れ
た
芥
川
が
、
次
の
よ
う
な
発
言
を
し
て
る
。

作
品
に
自
分
の
事
は
始
終
書
い
て
ゐ
る
ん
で
す
が
ね
。
唯
そ
れ
が
明

瞭
に
僕
と
思
は
れ
る
人
物
、
並
に
僕
が
さ
う
云
ふ
こ
と
を
し
た
と
云

ふ
こ
と
を
、
文
壇
の
人
が
知
つ
て
ゐ
る
事
実
を
書
か
な
い
と
云
ふ
だ

け
で
す
が
ね
。
の
み
な
ら
ず
此
頃
は
明
瞭
に
僕
と
思
は
れ
る
人
物
の

出
て
来
る
小
説
さ
へ
も
書
い
て
ゐ
る
の
で
す
が
ね
。
僕
は
小
説
の
中

に
出
て
来
る
事
件
が
、
明
瞭
に
、
実
際
の
事
件
と
照
応
し
て
、
新
聞

で
ざ
つ
と
読
ん
だ
こ
と
を
、
小
説
と
し
て
詳
し
く
読
ん
で
面
白
が
る

と
云
ふ
や
う
な
、
公
衆
の
興
味
は
不
愉
快
な
ん
で
す
。
そ
れ
か
ら
さ

う
云
ふ
こ
と
を
当
て
こ
み
に
す
る
作
家
も
不
愉
快
な
ん
で
す
。

「
此
頃
は
明
瞭
に
僕
と
思
は
れ
る
人
物
の
出
て
来
る
小
説
さ
へ
も
書
い
て

ゐ
る
」
と
記
さ
れ
る
傾
向
が
、
当
時
の
芥
川
に
見
え
る
よ
う
に
な
っ
て
い

た
と
い
う
こ
と
は
先
述
し
た
。
そ
う
で
あ
る
が
故
に
、
現
実
の
生
活
を
描

く
と
い
う
名
の
も
と
に
、
「
公
衆
の
興
味
」
ば
か
り
を
意
識
す
る
、
不
純

な
動
機
に
満
ち
た
作
品
を
書
く
こ
と
に
対
す
る
不
快
感
は
、
も
と
よ
り
以

前
か
ら
存
在
す
る
も
の
で
は
あ
っ
た
に
せ
よ
、
さ
ら
に
痛
切
な
も
の
に
な

っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
同
時
代
の
傾
向
に
強
く
反
発
し
て
い
た
芥
川
は
、
む
し

ろ
、
「
公
衆
」
の
世
俗
的
・
通
俗
的
な
「
興
味
」
と
は
対
極
の
、
繊
細
な

感
受
性
に
よ
っ
て
初
め
て
獲
得
さ
れ
る
、
純
粋
に
芸
術
的
な
動
機
に
根
差

し
た
作
品
を
求
め
て
い
た
。
そ
の
点
に
つ
い
て
は
、
「
文
芸
的
な
、
余
り
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に
文
芸
的
な
」
（
昭

・
～

、
『
改
造
』
）
（
以
下
「
文
芸
的
な
」

2

4

6

8

と
略
称
す
る
。
）
一
に
お
い
て
、
「
独
逸
の
初
期
自
然
主
義
の
作
家
」
の
作

品
、「
ジ
ユ
ウ
ル
・
ル
ナ
ア
ル
」
の
「
フ
ィ
リ
ッ
プ
一
家
の
家
風
」、
志
賀

直
哉
の
「
『
焚
火
』
以
下
の
諸
短
篇
」
な
ど
を
例
に
と
り
な
が
ら
、
こ
れ

ら
の
作
品
は
、
「
通
俗
的
興
味
」
の
な
い
、
「
『
善
く
見
る
目
』
と
『
感
じ

易
い
心
』
と
だ
け
に
仕
上
げ
る
こ
と
の
出
来
る
」
、「
詩
的
精
神
」
に
溢
れ

た
作
品
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
窺
う
こ
と
が
で
き
る
。
芥
川

に
よ
れ
ば
、「
通
俗
的
興
味
」
と
は
、
「
事
件
そ
の
も
の
に
対
す
る
興
味
」

の
こ
と
で
あ
り
、
即
ち
、
先
述
の
「
公
衆
の
興
味
」
の
こ
と
で
あ
る
。
具

体
的
に
は
、
あ
る
時
「
往
来
に
立
ち
、
車
夫
と
運
転
手
と
の
喧
嘩
を
眺
め

て
ゐ
」
て
、「
或
興
味
を
感
じ
た
」
と
い
う
自
ら
の
体
験
を
踏
ま
え
つ
つ
、

こ
の
興
味
こ
そ
「
通
俗
的
興
味
」
で
あ
る
と
語
っ
て
い
る
。
も
っ
と
も
、

「
通
俗
的
」
と
非
「
通
俗
的
」
と
の
境
界
線
が
ど
こ
に
あ
る
の
か
が
不
分

明
で
あ
る
た
め
、
こ
の
説
明
に
よ
っ
て
も
な
お
、
「
通
俗
的
興
味
」
の
定

義
に
曖
昧
さ
は
残
る
の
で
あ
る
が
、
と
も
あ
れ
、
世
間
の
低
俗
な
興
味
関

心
の
こ
と
を
指
し
て
い
る
と
漠
然
と
理
解
す
る
他
は
な
い
だ
ろ
う
。
芥
川

は
、「
善
く
見
る
目
」
と
「
感
じ
易
い
心
」
を
働
か
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

と
も
す
れ
ば
、
誰
し
も
容
易
に
引
き
込
ま
れ
て
し
ま
う
こ
の
種
の
興
味
か

ら
脱
し
て
、
「
よ
り
高
い
興
味
」
に
基
づ
く
作
品
に
到
る
こ
と
を
欲
し
て

い
た
。

そ
れ
に
し
て
も
、
「
公
衆
の
興
味
」
に
囚
わ
れ
る
こ
と
に
対
す
る
芥
川

の
批
判
的
な
問
題
意
識
は
、
大
正
九
年
頃
よ
り
と
り
わ
け
多
く
記
さ
れ
る

よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
何
故
な
の
か
。
先
述
の
通
り
、
大
正
九
年

当
時
、
「
近
年
の
文
壇
程
、
自
叙
伝
小
説
に
富
ん
で
ゐ
る
文
壇
は
滅
多
に

な
」
く
、
し
か
も
、
そ
の
「
自
叙
伝
小
説
」
は
し
ば
し
ば
「
公
衆
の
興
味
」

に
囚
わ
れ
た
も
の
に
な
っ
て
い
る
と
芥
川
に
は
感
じ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ

て
い
た
。
ま
た
、
こ
の
頃
よ
り
徐
々
に
、
現
実
を
モ
チ
ー
フ
に
し
た
作
品

を
書
く
傾
向
が
強
く
な
っ
て
い
た
。
こ
れ
ら
の
こ
と
が
、「
公
衆
の
興
味
」

に
囚
わ
れ
る
と
こ
ろ
に
、
人
間
の
陥
り
や
す
い
一
面
が
あ
る
こ
と
を
、
他

人
事
な
ら
ず
頻
り
に
意
識
さ
せ
る
要
因
に
な
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

人
間
は
、
そ
の
時
代
の
世
間
一
般
の
興
味
や
思
考
に
知
ら
ぬ
間
に
影
響
さ

れ
る
性
質
を
多
分
に
持
っ
て
い
る
。「
公
衆
の
興
味
」
は
、
往
々
に
し
て
、

気
付
か
ぬ
う
ち
に
た
や
す
く
人
間
を
支
配
し
て
し
ま
う
。
こ
の
頃
の
芥
川

は
、
自
ら
の
創
作
姿
勢
に
も
関
わ
る
こ
と
と
し
て
、
こ
う
し
た
問
題
に
敏

感
に
な
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

実
際
、
芥
川
は
、
右
の
よ
う
な
人
間
の
性
質
を
し
ば
し
ば
取
り
上
げ
て

い
る
。
例
え
ば
、
前
掲
の
「
侏
儒
の
言
葉
」
の
「
或
弁
護
」
（
こ
の
項
は

大
・

に
掲
載
さ
れ
た
。
）
に
は
、
次
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
。

13

9

或
新
時
代
の
評
論
家
は
「
蝟
集
す
る
」
と
云
ふ
意
味
に
「
門
前
雀
羅

を
張
る
」
の
成
語
を
用
ひ
た
。
「
門
前
雀
羅
を
張
る
」
の
成
語
は
支

那
人
の
作
つ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
を
日
本
人
の
用
ふ
る
の
に
必
し

も
支
那
人
の
用
法
を
踏
襲
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
云
ふ
法
は
な
い
。

も
し
通
用
さ
へ
す
る
な
ら
ば
、
た
と
へ
ば
、
「
彼
女
の
微
笑
は
門
前

雀
羅
を
張
る
や
う
だ
つ
た
」
と
形
容
し
て
も
好
い
筈
で
あ
る
。
／
も

し
通
用
さ
へ
す
る
な
ら
ば
、
―

万
事
は
こ
の
不
可
思
議
な
る
「
通

用
」
の
上
に
懸
つ
て
ゐ
る
。

世
間
に
「
通
用
」
し
さ
え
す
る
な
ら
ば
、「
『
蝟
集
す
る
』
と
云
ふ
意
味
に

『
門
前
雀
羅
を
張
る
』
の
成
語
を
用
ひ
」
て
も
よ
い
と
い
う
見
解
は
、
恐

ら
く
、
文
字
通
り
の
意
味
と
し
て
受
け
取
る
べ
き
で
は
な
く
、
こ
こ
に
皮

肉
が
込
め
ら
れ
て
い
る
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
現
実
は
、
実
際
に
正
し

い
か
ど
う
か
に
関
わ
り
な
く
、
人
々
に
「
通
用
」
す
る
か
ど
う
か
に
よ
っ

て
確
定
さ
れ
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
、
し
か
も
、
そ
う
し
て
現
実
が
一
度
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形
作
ら
れ
て
い
く
と
、
誰
も
が
そ
の
こ
と
を
自
明
と
し
て
疑
わ
な
い
と
い

う
こ
と
が
苦
々
し
く
語
ら
れ
て
い
る
。
世
間
の
「
不
可
思
議
な
る
『
通
用
』
」

の
力
の
強
さ
を
、
芥
川
は
実
感
し
て
い
た
。
こ
こ
で
い
う
世
間
の
「
通
用
」

の
力
と
い
う
も
の
が
、
「
公
衆
の
興
味
」
と
直
ち
に
結
び
付
く
も
の
で
あ

る
の
か
ど
う
か
は
定
か
で
は
な
い
が
、
「
公
衆
の
興
味
」
に
囚
わ
れ
や
す

い
人
間
の
性
質
は
、
こ
う
し
た
こ
と
を
記
す
芥
川
に
は
知
悉
さ
れ
て
い
た

と
考
え
ら
れ
る
。

「
澄
江
堂
雑
記
」
（
大
・

『
新
潮
』）
と
い
う
エ
ッ
セ
ー
の
「
赤
西
11

4
蠣
太
」
の
項
に
は
、
次
の
よ
う
な
記
述
も
載
せ
ら
れ
て
い
る
。

或
時
志
賀
直
哉
氏
の
愛
読
者
と
、
「
赤
西
蠣
太
の
恋
」
の
話
を
し
た

事
が
あ
る
。
そ
の
時
僕
は
こ
ん
な
事
を
云
つ
た
。
「
あ
の
小
説
の
中

の
人
物
に
は
栄
螺
と
か
鱒
次
郎
と
か
安
甲
と
か
、
大
抵
魚
貝
の
名
が

つ
い
て
ゐ
る
。
志
賀
氏
に
も
ヒ
ュ
ウ
モ
ラ
ス
・
サ
イ
ド
は
な
い
の
で

は
な
い
。
」
す
る
と
客
は
驚
い
た
や
う
に
、「
成
程
さ
う
で
す
ね
。
そ

ん
な
事
に
は
少
し
も
気
が
つ
か
ず
に
ゐ
ま
し
た
」
と
云
つ
た
。
そ
の

癖
客
は
僕
な
ぞ
よ
り
も
「
赤
西
蠣
太
の
恋
」
の
筋
を
は
つ
き
り
覚
え

て
ゐ
た
の
で
あ
る
。
／
客
は
決
し
て
軽
薄
児
で
は
な
い
。
学
問
も
人

格
も
兼
備
し
た
、
寧
ろ
珍
し
い
文
芸
通
で
あ
る
。
し
か
も
こ
の
事
実

に
気
づ
か
な
か
つ
た
の
は
、
志
賀
氏
の
作
品
の
型
と
で
も
云
ふ
か
、

兎
に
角
何
時
か
頭
の
中
に
、
さ
う
云
ふ
物
を
拵
へ
た
上
、
そ
れ
に
囚

は
れ
て
ゐ
た
為
で
あ
ら
う
。
こ
れ
は
独
り
客
の
み
で
は
な
い
。
我
我

も
気
を
つ
け
ね
ば
な
ら
ぬ
事
で
あ
る
。

こ
こ
で
も
、
志
賀
直
哉
の
作
品
の
世
間
一
般
の
イ
メ
ー
ジ
が
先
入
観
と

な
っ
て
、
「
善
く
見
る
目
」
と
「
感
じ
易
い
心
」
が
い
つ
し
か
奪
わ
れ
て

し
ま
う
と
い
う
状
況
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
と
り
わ
け
、
「
『
赤
西
蠣

太
の
恋
』
の
筋
」
ば
か
り
を
「
覚
え
て
ゐ
た
」
と
い
う
の
は
、
谷
崎
潤
一

郎
と
の
「
小
説
の
筋
」
論
争
で
、
小
説
の
筋
ば
か
り
に
囚
わ
れ
る
あ
り
方

を
批
判
し
て
い
た
芥
川
に
と
っ
て
は
、
ま
さ
に
、
「
公
衆
の
興
味
」
に
支

配
さ
れ
た
典
型
的
な
事
例
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
も
、
こ
の
こ

と
は
、「
独
り
客
の
み
」
に
起
こ
る
も
の
で
は
な
く
、「
我
我
」
に
も
ま
た

起
こ
り
得
る
も
の
で
あ
る
の
で
、
「
気
を
つ
け
ね
ば
な
ら
ぬ
」
と
芥
川
は

考
え
て
い
る
。
「
侏
儒
の
言
葉
」
や
「
澄
江
堂
雑
記
」
の
記
述
は
、
人
間

の
陥
り
や
す
い
状
況
を
一
般
論
と
し
て
取
り
上
げ
た
も
の
で
あ
っ
た
と
い

う
だ
け
で
な
く
、
む
し
ろ
、
芥
川
自
身
の
危
惧
を
そ
こ
に
潜
ま
せ
て
い
た

と
い
う
こ
と
を
、
こ
こ
か
ら
は
窺
う
こ
と
が
で
き
る
。

勿
論
、
こ
の
種
の
危
惧
は
、
何
も
こ
の
時
期
の
芥
川
に
突
如
と
し
て
意

識
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
例
え
ば
、
大
正
三
年
三
月
十

九
日
井
川
恭
宛
書
簡
に
は
、
次
の
よ
う
な
こ
と
が
書
か
れ
て
い
る
。

時
々
自
分
の
す
べ
て
の
思
想
す
べ
て
の
感
情
は
悉
と
う
の
昔
に
他
人

が
云
ひ
つ
く
し
て
し
ま
つ
た
や
う
な
気
が
す
る
云
ひ
つ
く
し
て
し
ま

つ
た
と
云
ふ
よ
り
は
そ
の
他
人
の
思
想
感
情
を
し
ら
ず
〳
〵
自
分
の

も
の
の
や
う
に
思
つ
て
ゐ
る
の
だ
ら
う

ほ
ん
と
う
に
自
分
の
も
の

と
称
し
う
る
思
想
感
情
は
ど
の
位
あ
る
だ
ら
う
と
思
ふ
と
心
細
い

こ
こ
で
い
う
「
他
人
の
思
想
感
情
」
が
、
「
公
衆
の
興
味
」
の
こ
と
を
意

味
す
る
と
は
限
ら
な
い
が
、
こ
の
箇
所
が
、
右
の
「
侏
儒
の
言
葉
」
や
「
澄

江
堂
雑
記
」
の
記
述
に
発
展
し
得
る
も
の
で
あ
る
こ
と
も
確
か
で
あ
る
。

そ
れ
故
、
こ
の
種
の
危
惧
は
早
く
か
ら
芥
川
の
中
に
あ
っ
た
と
い
え
る
。

と
は
い
え
、
先
述
の
通
り
、
大
正
九
年
頃
よ
り
、
雑
多
な
日
常
性
の
中
か

ら
通
俗
性
を
排
除
し
て
い
く
必
要
性
は
、
改
め
て
強
く
芥
川
に
自
覚
さ
れ

る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
通
俗
性
と
の
距
離
を
い
か
に
保

つ
の
か
と
い
う
こ
と
は
、
こ
こ
か
ら
、
芥
川
の
差
し
迫
っ
た
課
題
と
し
て

浮
上
し
て
く
る
の
で
あ
る
。
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三

芥
川
は
、
「
公
衆
の
興
味
」
や
思
考
に
影
響
さ
れ
や
す
い
人
間
の
性
質

に
関
心
を
寄
せ
て
い
た
。
そ
の
こ
と
を
、
当
時
の
芥
川
が
大
き
な
影
響
を

受
け
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
書
物
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
さ
ら

に
裏
付
け
て
み
た
い
。
そ
の
た
め
に
、「
骨
董
羮
」（
大

・
『
人
間
』
）

9

4

と
い
う
漢
文
調
の
エ
ッ
セ
ー
に
載
せ
ら
れ
た
「
悪
魔
」
と
い
う
項
を
取
り

上
げ
て
み
る
。

悪
魔
の
数
甚
だ
多
し
。総
数
百
七
十
四
万
五
千
九
百
二
十
六
匹
あ
り
。

①分
つ
て
七
十
二
隊
と
為
し
、
一
隊
毎
に
隊
長
一
匹
を
置
く
と
ぞ
。
是

れ
十
六
世
紀
末
葉
、
独
人

W
ierus

が
悪
魔
学
に
載
す
る
所
、
古
今

を
問
は
ず
、
東
西
を
論
ぜ
ず
、
魔
界
の
消
息
を
伝
へ
て
詳
密
な
る
、

斯
く
の
如
き
も
の
は
あ
ら
ざ
る
べ
し
。（
十
六
世
紀
の
欧
羅
巴
に
は
、

②

悪
魔
学
の
先
達
尠
か
ら
ず
。
ウ
イ
ル
ス
が
外
に
も
、
以
太
利
の

P
ietro

d'A
pone

の
如
き
、
英
克
蘭
の

R
eginald

S
cotの

如
き
、
皆
天
下
の

イ
ン

グ
ラ

ン
ド

雷
名
あ
り
。）
又
曰
、
「
悪
魔
の
変
化
自
在
な
る
、
法
律
家
と
な
り
、

③

昆
侖
奴
と
な
り
、
黒
驪
と
な
り
、
僧
人
と
な
り
、
驢
と
な
り
、
猫
と

こ
ん

ろ
ん

ぬ
こ

く
り

な
り
、
兎
と
な
り
、
或
は
馬
車
の
車
輪
と
な
る
」
と
。
既
に
馬
車
の

車
輪
と
な
る
。
豈
半
夜
人
を
誘
つ
て
、
煙
花
城
中
に
去
ら
ん
と
す
る

自
動
車
の
車
輪
と
な
ら
ざ
ら
ん
や
。
畏
る
可
く
、
戒
む
可
し
。

こ
の
「
悪
魔
」
の
項
目
の
典
拠
は
、
右
の
引
用
の
記
述
に
従
え
ば
、
「
独

人
W

ierus
が
悪
魔
学
」
で
あ
る
。『
芥
川
龍
之
介
全
集
』
第
六
巻
（
平

8

・
）
注
解
に
よ
れ
ば
、
こ
の
「
悪
魔
学
」
は
、
『
悪
魔
の
妄
想
、
ま
じ

4

な
い
と
毒
』（
一
五
六
三
年
）
を
指
す
。
し
か
し
、
原
本
は
、

D
e

praestigiis

daem
onum

et
incantationibus

ac
veneficiis

で
ラ
テ
ン
語
で
書
か
れ
て

い
る
。
大
正
九
年
当
時
、
こ
の
書
に
は
邦
訳
は
存
在
せ
ず
、
ま
た
、

T
he

N
ational

U
nion

C
atalog

P
re-1956

Im
printsを

参
照
す
る
限
り
、
英
訳

も
存
在
し
な
い
。
日
本
近
代
文
学
館
の
芥
川
龍
之
介
旧
蔵
書
に
も
こ
の
書

は
存
在
し
な
い
。
と
す
る
と
、
芥
川
が
こ
れ
を
直
接
に
参
照
し
た
可
能
性

は
極
め
て
低
い
と
い
え
る
。
む
し
ろ
、
右
の
記
述
は
、

C
harles

M
ackay

（
チ
ャ
ー
ル
ズ
・
マ
ッ
ケ
イ

1814-1889)
M

em
oirs

of
extraordinary

popular
delusions

and
the

m
adness

of
crow

ds （
1892）

の
T

he
W

itch

M
ania

の
章
が
参
考
に
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
芥
川
龍
之
介
旧
蔵
書
に

は
こ
の
本
が
存
在
す
る
。
そ
の
芥
川
の
蔵
書
に
は
、
脇
線
や
下
線
が
多
く

引
か
れ
、
書
き
込
み
の
跡
も
見
ら
れ
る
な
ど
、
芥
川
が
熟
読
し
た
形
跡
が

あ
る
。
芥
川
が
参
照
し
た
の
は
、
こ
の
本
で
あ
る
と
考
え
て
ま
ず
間
違
い

は
な
い
。
チ
ャ
ー
ル
ズ
・
マ
ッ
ケ
イ
に
つ
い
て
簡
単
に
注
記
を
加
え
る
と
、

こ
の
本
の
邦
訳
で
あ
る
、
塩
野
未
佳
、
宮
口
尚
子
訳
の
『
狂
気
と
バ
ブ
ル

な
ぜ
人
は
集
団
に
な
る
と
愚
行
に
走
る
の
か
』（
平
・

）
（
以
下
、

16

7

『
狂
気
と
バ
ブ
ル
』
と
略
称
す
る
。
）
の
著
者
紹
介
に
よ
る
と
、
一
八
一

四
年
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
に
生
ま
れ
、
ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
で
教
育
を
受
け
る
。

一
八
四
四
年
に
は
『
グ
ラ
ス
ゴ
ー
・
ニ
ュ
ー
ズ
』
紙
の
主
幹
と
な
り
、
チ

ャ
ー
ル
ズ
・
デ
ィ
ケ
ン
ズ
が
創
刊
し
た
『
デ
イ
リ
ー
・
ニ
ュ
ー
ズ
』
紙
に

も
記
事
や
詩
歌
を
寄
稿
し
、
後
に
『
ロ
ン
ド
ン
・
イ
ラ
ス
ト
レ
ー
テ
ッ
ド

・
ニ
ュ
ー
ズ
』
紙
の
主
幹
と
な
っ
た
。
こ
の
本
は
、
そ
の
「
ま
え
が
き
」

に
よ
れ
ば
、「
地
域
社
会
全
体
が
突
如
と
し
て
ひ
と
つ
の
目
標
に
専
心
し
、

そ
れ
を
追
求
し
て
い
く
う
ち
に
狂
乱
状
態
に
陥
る
こ
と
が
あ
る
。
数
百
万

と
い
う
人
々
が
同
時
に
ひ
と
つ
の
妄
想
に
駆
ら
れ
、
そ
れ
を
追
い
掛
け
て

い
く
う
ち
に
、
そ
の
妄
想
よ
り
も
さ
ら
に
心
を
打
た
れ
る
新
た
な
狂
気
に

と
ら
わ
れ
て
し
ま
う
こ
と
も
あ
る

（
二

）」
、
「
こ
う
し
た
さ
ま
ざ
ま
な
妄
想

の
な
か
で
も
突
出
し
た
出
来
事
の
歴
史
を
た
ど
る
の
が
、
本
書
の
趣
旨
で
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あ
る
。
人
間
は
集
団
で
思
考
す
る
、
と
よ
く
言
わ
れ
る
が
、
集
団
で
狂
気

に
走
る
場
合
も
あ
り
、
良
識
を
取
り
戻
す
に
は
、
ゆ
っ
く
り
と
、
一
歩
ず

つ
進
ん
で
い
く
し
か
な
い
の
で
あ
る

（
三

）」
と
さ
れ
る
。
以
下
、
『
狂
気
と

バ
ブ
ル
』
の

T
he

W
itch

M
ania（

＝
「
魔
女
狩
り
」
と
意
訳
さ
れ
て
い

る
。
）
か
ら
、
右
の
「
骨
董
羮
」
の
「
悪
魔
」
の
記
述
と
関
わ
る
箇
所
を

示
す
こ
と
に
す
る
。
た
だ
し
、
芥
川
が
参
考
に
し
て
い
た
の
は
原
本
で
あ

る
が
、
便
宜
上
、
邦
訳
を
用
い
る
こ
と
に
し
て
、
原
文
は
注
に
て
示
す
こ

と
に
す
る
。
ま
た
、
書
名
も
原
本
の
書
名
で
は
な
く
、『
狂
気
と
バ
ブ
ル
』

と
い
う
邦
訳
の
書
名
で
統
一
す
る
こ
と
に
す
る
。
な
お
、
邦
訳
の
（

）

の
語
句
は
『
狂
気
と
バ
ブ
ル
』
の
訳
者
に
よ
る
補
注
で
、
原
文
に
は
な
い

も
の
で
あ
る
。

ま
ず
、
傍
線
部
①
は
、
『
狂
気
と
バ
ブ
ル
』
の
次
の
記
述
に
基
づ
く
も

の
で
あ
る
。

悪
魔
の
数
は
多
す
ぎ
て
数
え
る
こ
と
も
で
き
な
い
と
い
う
人
が
ほ
と

ん
ど
だ
が
、
ヤ
ン
・
バ
イ
ヤ
ー
（
ド
イ
ツ
系
オ
ラ
ン
ダ
人
の
医
師
）

は
、
少
な
く
と
も
七
四
〇
万
五
九
二
六
人
を
下
ら
ず
、
そ
れ
が
七
二

の
グ
ル
ー
プ
に
分
か
れ
て
お
り
、
各
グ
ル
ー
プ
に
公
爵
か
隊
長
が
い

る
と
主
張
し
て
い
る
。

（
四

）

芥
川
の
蔵
書
に
は
こ
の
箇
所
に
脇
線
が
施
さ
れ
て
い
て
、
芥
川
が
こ
の
箇

所
に
留
意
し
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
傍
線
部
①
は
、
こ
こ
を
摂
取
し
た

も
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
芥
川
は
、
悪
魔
の
総
数
を
「
百
七
十
四
万
五
千

九
百
二
十
六
匹
」
と
記
し
て
い
る
が
、
正
し
く
は
「
七
四
〇
万
五
九
二
六

人
」
で
あ
り
、
そ
の
数
字
を
間
違
え
て
い
る
。
こ
れ
は
、
原
文
の

“
seven

m
illions

four
hundred

”

の
部
分
を
取
り
出
し
て
、「
百
七
十
四
万
」
と

芥
川
が
誤
訳
し
た
た
め
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
芥
川
は
、

W
ierus

を
「
十
六
世
紀
末
葉
」
の
「
独
人
」
と
記
し
て
い
る
が
、
そ
の
情
報
は
こ

の
箇
所
に
は
出
て
こ
な
い
。
（
邦
訳
に
は
、「
ド
イ
ツ
系
オ
ラ
ン
ダ
人
の
医

師
」
と
い
う
補
注
が
加
え
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
の
補
注
は
原
文
に
は
存
在

し
な
い
。
）
た
だ
し
、
こ
の
情
報
に
つ
い
て
は
、
次
の
傍
線
部
②
の
典
拠

と
な
っ
た
箇
所
の
記
述
に
出
て
き
て
お
り
、
そ
れ
が
参
照
さ
れ
た
と
考
え

ら
れ
る
。
な
お
、
原
文
の

W
ierus

に
対
し
て
、
芥
川
は
「
ウ
イ
ル
ス
」

と
い
う
読
み
方
を
、
『
狂
気
と
バ
ブ
ル
』
は
「
ヤ
ン
・
バ
イ
ヤ
ー
」
と
い

う
読
み
方
を
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
彼
の
呼
称
に
は
、
ラ
テ
ン
語
風
の

Ioannes
W

ierusや
、
ド
イ
ツ
語
読
み
で
の

Johann
W

eyerな
ど
が
一
般

に
用
い
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
と
関
係
し
て
い
る
。
邦
訳
で
あ
る
『
狂

気
と
バ
ブ
ル
』
は
後
者
を
念
頭
に
置
い
て
「
ヤ
ン
・
バ
イ
ヤ
ー
」
と
い
う

読
み
方
を
し
て
い
た
が
、
芥
川
は
、
前
者
を
念
頭
に
置
い
て
書
か
れ
た
原

文
に
そ
の
ま
ま
従
っ
て
「
ウ
イ
ル
ス
」
と
い
う
読
み
方
を
し
た
も
の
と
考

え
ら
れ
る
。

傍
線
部
②
は
、
『
狂
気
と
バ
ブ
ル
』
の
次
の
記
述
に
基
づ
く
も
の
で
あ

る
。

十
六
世
紀
も
末
期
に
な
る
と
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
大
陸
で
も
イ
ギ
リ
ス
諸

島
で
も
、
多
数
の
識
者
が
民
衆
を
こ
の
問
題
（
論
者
注
―

魔
女
や

妖
術
に
関
す
る
問
題
）
に
目
覚
め
さ
せ
よ
う
と
躍
起
に
な
っ
て
き
た
。

中
で
も
最
も
有
名
な
の
が
ド
イ
ツ
の
ヤ
ン
・
バ
イ
ヤ
ー
、
イ
タ
リ
ア

の
ピ
エ
ト
ロ
・
ダ
・
ア
バ
ー
ノ
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
レ
ジ
ナ
ル
ド
・

ス
コ
ッ
ト
で
あ
る
。

（
五

）

ま
た
、
傍
線
部
③
は
、
『
狂
気
と
バ
ブ
ル
』
の
次
の
記
述
に
基
づ
く
も
の

で
あ
る
。

（
前
略
）
（
論
者
注
―

悪
魔
は
）
バ
イ
ヤ
ー
に
よ
る
と
、
バ
リ
ス

タ
ー
（
英
国
の
法
廷
弁
護
士
）
に
変
身
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
よ
う
だ
。

フ
ィ
リ
ッ
プ
四
世
（
端
麗
王
）
の
時
代
（
フ
ラ
ン
ス
・
カ
ペ
ー
朝
時
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代
）
に
は
、
す
ら
り
と
し
た
黒
馬
を
御
す
る
色
黒
の
男
に
な
っ
て
、

あ
る
修
道
僧
に
現
れ
た
。
続
い
て
托
鉢
僧
に
な
り
、
ロ
バ
に
な
り
、

揚
げ
句
は
馬
車
の
車
輪
に
ま
で
な
っ
て
い
る
。
（

六
）

芥
川
の
蔵
書
に
は
こ
の
箇
所
に
も
脇
線
が
施
さ
れ
て
い
て
、
摂
取
の
跡
を

窺
う
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
芥
川
は
、
悪
魔
が
「
黒
驪
」
す
な
わ
ち

黒
馬
に
も
化
け
た
と
述
べ
て
い
る
が
、
原
文
に
は
そ
う
は
書
か
れ
て
は
い

な
い
。
こ
れ
は
、
原
文
の

“

dark
m

an
riding

a
tall

black
horse ”

の

箇
所
、
つ
ま
り
、「
黒
馬
を
御
す
る
色
黒
の
男
」
の
箇
所
か
ら
、「
色
黒
の

男
」
の
み
な
ら
ず
「
黒
馬
」
に
も
ま
た
悪
魔
が
化
け
た
と
い
う
ふ
う
に
、

芥
川
が
誤
読
し
た
こ
と
に
よ
る
と
思
わ
れ
る
。
あ
る
い
は
、
芥
川
は
正
確

に
読
解
を
し
て
い
た
け
れ
ど
も
、
「
変
幻
自
在
」
に
化
け
る
悪
魔
の
姿
を

強
調
す
る
た
め
に
、
こ
の
箇
所
を
ヒ
ン
ト
に
し
て
、
あ
え
て
、
悪
魔
が
「
黒

馬
」
に
も
化
け
る
と
い
う
原
文
に
は
な
い
意
味
を
付
け
加
え
た
の
か
も
知

れ
な
い
。
ま
た
、
芥
川
は
、
悪
魔
が
猫
や
兎
に
も
化
け
た
と
記
し
て
い
る

が
、
そ
の
情
報
も
『
狂
気
と
バ
ブ
ル
』
の
右
の
箇
所
に
は
存
在
し
な
い
。

し
か
し
、
こ
の
点
は
、
『
狂
気
と
バ
ブ
ル
』
の
次
の
記
述
を
参
考
に
し
て

い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

魔
女
は
ど
ん
な
姿
形
に
も
化
け
る
こ
と
が
で
き
た
が
、
普
通
は
猫
か

野
う
さ
ぎ
に
決
め
て
い
た
。

（
七

）

芥
川
の
蔵
書
に
は
こ
の
箇
所
に
も
脇
線
が
施
さ
れ
て
い
る
。
魔
女
と
悪
魔

の
違
い
は
あ
る
が
、
こ
の
記
述
を
参
考
に
し
て
い
た
と
見
る
こ
と
が
で
き

る
。以
上
に
よ
り
、
芥
川
が
「
骨
董
羮
]
の
「
悪
魔
」
の
項
を
記
述
す
る
に

あ
た
り
、
チ
ャ
ー
ル
ズ
・
マ
ッ
ケ
イ
の
『
狂
気
と
バ
ブ
ル
』「
魔
女
狩
り
」

を
参
照
し
て
い
た
と
分
か
る
。
で
は
、
チ
ャ
ー
ル
ズ
・
マ
ッ
ケ
イ
は
、
ど

の
よ
う
な
立
場
に
立
っ
て
、
悪
魔
や
魔
女
に
関
す
る
右
の
よ
う
な
文
章
を

書
い
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
点
に
つ
い
て
は
、
前
掲
の
「
ま
え
が

き
」
か
ら
既
に
お
お
よ
そ
の
察
し
が
つ
く
。
チ
ャ
ー
ル
ズ
・
マ
ッ
ケ
イ
は
、

分
別
の
あ
る
人
間
が
、
集
団
の
中
で
い
つ
の
間
に
か
、
悪
魔
や
魔
女
の
妄

想
や
迷
信
に
取
り
憑
か
れ
て
、
良
識
を
失
い
、
愚
行
に
走
る
と
い
う
状
況

を
、
批
判
的
な
立
場
よ
り
例
示
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
例
え
ば
、
「
悪
魔

思
想
」
を
紹
介
す
る
に
際
し
て
、
「
魔
術
や
妖
術
の
歴
史
を
詳
し
く
見
て

い
く
前
に
、
伝
説
の
中
で
僧
侶
た
ち
が
確
立
し
た
ば
か
げ
た
悪
魔
思
想
の

体
現
に
つ
い
て
考
え
て
み
る
の
も
い
い
だ
ろ
う

（
八

）」
と
述
べ
ら
れ
た
り
、

「
い
に
し
え
の
人
々
の
迷
信
や
夢
は
単
に
空
想
に
基
づ
い
た
愚
行
だ
と
考

え
ら
れ
る
の
で
、
こ
こ
で
は
そ
の
支
離
滅
裂
な
話
を
堪
能
す
る
こ
と
に
し

よ
う

（
九

）」
と
い
っ
た
口
調
で
そ
の
「
悪
魔
思
想
」
が
揶
揄
さ
れ
た
り
し

て
い
る
。
ま
た
、
「
魔
女
狩
り
」
の
章
の
末
尾
近
く
は
次
の
よ
う
に
記
さ

れ
て
い
る
が
、
こ
こ
に
も
、
チ
ャ
ー
ル
ズ
・
マ
ッ
ケ
イ
の
姿
勢
が
は
っ
き

り
と
示
さ
れ
て
い
る
。

こ
う
し
た
妄
信
の
例
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
す
べ
て
の
国
で
枚
挙
に
い

と
ま
が
な
い
は
ず
だ
。
時
代
が
刈
り
取
れ
な
か
っ
た
い
く
つ
も
の
過

ち
が
深
く
根
を
下
ろ
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
学
者
や
哲
学
者
の
不

屈
の
努
力
で
一
度
国
に
暗
い
影
を
落
と
し
た
有
毒
な
木
を
切
り
倒
し

て
し
ま
え
ば
、
か
つ
て
害
悪
が
は
び
こ
っ
て
い
た
場
所
に
も
太
陽
が

さ
ん
さ
ん
と
降
り
注
ぐ
だ
ろ
う
。

（
十

）

こ
の
よ
う
に
、『
狂
気
と
バ
ブ
ル
』
で
紹
介
さ
れ
る
悪
魔
や
魔
女
は
み
な
、

「
妄
信
」
の
産
物
と
一
貫
し
て
位
置
付
け
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
上
で
、
人
々

の
作
り
上
げ
た
そ
の
種
の
迷
信
に
い
つ
の
間
に
か
支
配
さ
れ
、
翻
弄
さ
れ

る
人
間
の
狂
的
な
姿
が
、
迫
真
力
の
あ
る
筆
致
で
執
拗
に
描
き
出
さ
れ
て

い
る
。
芥
川
は
、
そ
の
姿
に
、
人
間
の
恐
る
べ
き
一
面
を
見
出
し
、
先
述

の
危
惧
を
再
認
識
し
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
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勿
論
、
「
骨
董
羮
」
は
、
も
と
も
と
「
寿
陵
余
子
の
仮
名
の
も
と
に
筆

を
執
れ
る
戯
文
」
と
副
題
が
付
け
ら
れ
て
い
て
、
「
戯
文
」
と
し
て
書
か

れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
こ
の
「
悪
魔
」
の
項
も
、
「
悪
魔
学
」
の

伝
え
る
、
悪
魔
に
つ
い
て
の
知
識
を
紹
介
し
な
が
ら
、「
自
動
車
の
車
輪
」

に
ま
で
化
け
て
人
間
を
堕
落
さ
せ
る
悪
魔
の
姿
を
そ
こ
か
ら
連
想
し
て
、

そ
の
滑
稽
さ
を
読
者
に
示
そ
う
と
し
た
、
と
い
う
と
こ
ろ
に
執
筆
の
意
図

が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
た
だ
、
そ
の
際
、
参
照
さ
れ
た
書
物
が
『
狂

気
と
バ
ブ
ル
』
で
あ
っ
た
と
い
う
の
は
、
単
な
る
偶
然
で
は
な
い
だ
ろ
う
。

こ
の
頃
の
芥
川
の
問
題
意
識
と
重
な
る
、先
述
の
よ
う
な
主
題
を
持
つ
『
狂

気
と
バ
ブ
ル
』
で
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
、
『
狂
気
と
バ
ブ
ル
』
は
芥
川
の
関

心
を
引
き
、
「
悪
魔
」
の
項
の
執
筆
に
活
用
さ
れ
た
、
と
い
う
こ
と
は
少

な
く
と
も
い
え
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
い
え
ば
、
そ
れ
に
留
ま
ら
ず
、「
悪

魔
」
の
項
の
最
後
が
、
「
畏
る
可
く
、
戒
む
可
し
」
と
記
さ
れ
て
い
る
と

い
う
点
に
、
当
時
の
芥
川
の
意
外
に
真
剣
な
危
惧
や
警
戒
感
を
読
む
こ
と

も
可
能
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
こ
に
は
、
い
つ
、
迷
妄
や
狂
気
に
支
配

さ
れ
、
身
を
滅
ぼ
す
と
も
限
ら
な
い
人
間
存
在
に
対
す
る
、
芥
川
の
よ
り

切
迫
し
た
不
安
が
潜
ん
で
い
る
よ
う
に
も
感
じ
ら
れ
る
。

四

こ
の
頃
の
芥
川
が
『
狂
気
と
バ
ブ
ル
』
か
ら
大
き
な
影
響
を
受
け
て
い

た
こ
と
は
、「
骨
董
羮
」
の
「
悪
魔
」
の
記
述
以
外
に
も
、『
狂
気
と
バ
ブ

ル
』
か
ら
の
摂
取
の
痕
跡
が
芥
川
に
見
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
か
ら
知
る
こ

と
が
で
き
る
。
具
体
的
に
い
う
と
、
そ
の
摂
取
の
痕
跡
は
、
芥
川
の
「
ロ

ビ
ン
・
ホ
ツ
ド
」（
大

・
『
新
小
説
』
）
に
見
ら
れ
る
。
こ
の
エ
ッ
セ
ー

11
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は
、『
芥
川
龍
之
介
全
集
』
第
九
巻
の
後
記
に
よ
れ
ば
、
「
英
国
皇
太
子
来

朝
を
記
念
し
、
春
陽
堂
主
宰
で
四
月
一
三
日
午
後
六
時
よ
り
神
田
青
年
会

館
で
開
か
れ
た
『
英
文
学
講
演
会
』
」
で
芥
川
が
行
っ
た
講
演
に
基
づ
く

も
の
で
、
イ
ギ
リ
ス
の
国
民
性
を
、「
ロ
ビ
ン
・
ホ
ツ
ド
」
、「
タ
ア
ピ
ン
」
、

「
デ
イ
ユ
ヴ
ア
ル
」
、「
シ
エ
ツ
パ
ア
ド
」
、「
ワ
イ
ル
ド
」
と
い
っ
た
イ
ギ

リ
ス
の
大
泥
棒
と
関
連
づ
け
な
が
ら
論
じ
た
も
の
で
あ
る
。
大
泥
棒
を
愛

す
る
イ
ギ
リ
ス
人
に
は
、
道
徳
や
理
想
を
顧
み
る
こ
と
な
く
、
む
し
ろ
、

「
或
素
晴
し
い
エ
ネ
ル
ギ
ー
」
や
力
強
さ
を
賛
嘆
す
る
気
質
が
あ
る
と
い

う
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
こ
れ
が
、
『
狂
気
と
バ
ブ
ル
』
の
「
大
泥
棒

に
捧
げ
る
オ
マ
ー
ジ
ュ
」（

P
opular

A
dm

iration
of

G
reat

T
hieves
）
の

章
か
ら
の
露
骨
な
借
用
と
な
っ
て
い
る
。
恐
ら
く
、
こ
の
時
の
芥
川
は
、

『
狂
気
と
バ
ブ
ル
』
を
手
近
に
置
い
て
、
繰
り
返
し
読
ん
で
い
た
。
以
下
、

両
者
の
関
連
箇
所
の
一
々
を
指
摘
す
る
の
は
余
り
に
煩
瑣
に
渡
る
の
で
、

「
シ
エ
ツ
パ
ア
ド
」
に
つ
い
て
言
及
さ
れ
た
箇
所
の
み
を
掲
げ
て
、
そ
の

借
用
の
具
体
的
な
あ
り
方
の
一
端
を
示
す
に
留
め
る
こ
と
に
す
る
。

で
三
番
目
の
ジ
ヤ
ツ
ク
・
シ
エ
ツ
パ
ア
ド
に
な
る
と
、
是
は
義
賊
で

も
な
け
れ
ば
礼
賊
で
も
な
い
、
純
粋
の
慓
悍
無
双
な
泥
棒
で
あ
り
ま

す
、
此
男
は
ニ
ユ
ウ
ゲ
エ
ト
の
監
獄
へ
放
り
込
ま
れ
た
時
に
手
枷
足

枷
を
す
つ
か
り
け
ら
れ
て
居
る
、
其
な
り
に
牢
を
破
つ
て
逃
出
し
て

仕
舞
つ
た
と
云
ふ
豪
傑
で
あ
り
ま
す
、
而
か
も
死
刑
に
処
せ
ら
れ
た

る
時
が
僅
に
二
十
三
才
で
あ
る
と
云
ふ
の
で
あ
る
か
ら
天
才
で
す

な
、
此
先
生
も
矢
張
り
死
ぬ
時
は
一
番
良
い
着
物
を
着
て
胸
に
花
を

付
け
た
と
云
ふ
こ
と
で
す
、
そ
れ
が
死
ん
だ
時
は
到
る
処
で
何
処
で

も
話
が
あ
る
時
に
は
シ
エ
ツ
パ
ア
ド
の
話
ば
か
り
で
あ
る
、
の
み
な

ら
ず
シ
エ
ツ
パ
ア
ド
の
こ
と
を
書
い
た
本
が
出
来
る
、
肖
像
が
出
来

る
、
サ
ア
・
リ
チ
ヤ
ア
ド
・
ソ
オ
ン
ヒ
ル
と
云
ふ
男
の
如
き
は
サ
ア

と
云
ふ
名
前
が
付
い
て
居
る
の
だ
か
ら
当
時
重
ん
ぜ
ら
れ
た
画
工
で
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あ
り
ま
せ
う
が
、
そ
れ
の
如
き
は
態
々
此
シ
エ
ツ
パ
ア
ド
の
肖
像
画

を
描
い
た
、
そ
れ
が
非
常
な
大
評
判
に
な
つ
た
、
此
人
気
は
賀
川
豊

彦
氏
や
島
田
清
次
郎
氏
よ
り
も
遥
に
多
か
つ
た
と
言
は
ざ
る
を
得
ま

せ
ん
。
其
サ
ア
・
リ
チ
ヤ
ア
ド
の
書
い
た
シ
エ
ツ
パ
ア
ド
の
絵
が
出

た
時
に
ブ
リ
テ
イ
ツ
シ
ユ
・
ジ
ヤ
ア
ナ
ル
と
云
ふ
雑
誌
に
詩
が
出

た
、
詳
し
く
言
へ
ば
千
七
百
二
十
四
年
の
十
二
月
二
十
八
日
号
に
詩

が
出
た
の
で
あ
り
ま
す
が
、
其
詩
が
頗
る
振
つ
た
も
の
で
、
終
ひ
の

節
だ
け
を
簡
単
に
申
上
げ
ま
す
と
、
ア
レ
キ
サ
ン
ダ
ア
大
帝
は
ア
ペ

レ
ス
に
依
つ
て
不
朽
に
な
り
、
シ
イ
ザ
ア
は
ア
ウ
レ
リ
ア
ス
に
依
つ

て
、
ク
ロ
ム
ウ
エ
ル
は
リ
リ
イ
に
依
つ
て
不
朽
に
な
り
、
大
泥
棒
ジ

ヤ
ツ
ク
・
シ
エ
ツ
パ
ア
ド
は
サ
ア
・
リ
チ
ヤ
ア
ド
・
ソ
オ
ン
ヒ
ル
に

依
つ
て
不
朽
に
な
つ
た
。
斯
う
云
ふ
詩
が
出
来
た
、
ア
ペ
レ
ス
が
ア

レ
キ
サ
ン
ダ
ア
の
像
を
描
い
た
や
う
に
サ
ア
・
リ
チ
ヤ
ア
ド
・
ソ
オ

ン
ヒ
ル
が
泥
棒
シ
エ
ツ
パ
ア
ド
の
画
を
描
い
た
こ
と
は
後
代
に
記
念

す
べ
き
素
晴
し
い
こ
と
だ
と
云
ふ
の
で
す
か
ら
、
私
な
ら
怒
り
ま
す

が
、
サ
ア
・
リ
チ
ヤ
ア
ド
・
ソ
オ
ン
ヒ
ル
と
云
ふ
画
工
は
非
常
に
喜

ん
だ
と
云
ふ
こ
と
で
あ
り
ま
す
、
既
に
詩
も
出
た
位
で
あ
り
ま
す
か

ら
、
固
よ
り
芝
居
は
行
は
れ
ま
し
た
。
無
言
劇
で
あ
り
ま
す
が
、
そ

れ
は
サ
ア
モ
ン
ド
と
云
ふ
人
が
や
つ
た
。
ド
ル
リ
イ
・
レ
エ
ン
の
劇

場
で
盛
ん
に
上
演
さ
れ
た
時
は
、
其
背
景
は
実
景
通
り
で
実
際
シ
エ

ツ
パ
ア
ド
が
始
終
其
泥
棒
仲
間
と
共
に
酒
を
飲
ん
だ
居
酒
屋
の
如
き

は
在
り
の
儘
拵
へ
て
客
を
呼
ん
だ
さ
う
で
あ
り
ま
す
。

（
「
ロ
ビ
ン
・
ホ
ツ
ド
」）

英
国
人
に
大
い
に
親
し
ま
れ
て
い
る
の
は
、
ジ
ャ
ッ
ク
・
シ
ェ
パ
ー

ド
の
偉
業
で
あ
る
。
か
つ
て
国
の
恥
を
さ
ら
し
た
残
忍
な
悪
党
だ
が
、

庶
民
の
称
賛
に
値
す
る
こ
と
は
だ
れ
も
が
認
め
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

ロ
ビ
ン
・
フ
ッ
ド
の
よ
う
に
富
め
る
者
か
ら
奪
い
、
貧
し
き
者
に
与

え
た
わ
け
で
は
な
い
し
、
タ
ー
ピ
ン
の
よ
う
に
礼
儀
正
し
い
泥
棒
で

も
な
か
っ
た
が
、
ニ
ュ
ー
ゲ
ー
ト
の
牢
獄
か
ら
足
か
せ
を
は
め
ら
れ

た
ま
ま
脱
走
し
た
の
で
あ
る
。
一
度
な
ら
ず
何
度
も
脱
走
を
繰
り
返

す
と
い
う
こ
の
離
れ
業
に
よ
っ
て
不
朽
の
名
声
を
手
に
入
れ
、
民
衆

の
間
で
は
ま
さ
に
大
泥
棒
の
か
が
み
と
ま
で
い
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
の
だ
。
処
刑
さ
れ
た
と
き
に
は
ま
だ
二
三
歳
だ
っ
た
の
だ
が
、
集

ま
っ
た
大
勢
の
見
物
人
の
同
情
を
一
身
に
集
め
て
死
ん
で
い
っ
た
。

そ
の
大
胆
不
敵
な
行
動
は
、
そ
の
後
何
ヶ
月
も
の
間
人
々
の
話
題
を

さ
ら
っ
た
。
街
の
印
刷
屋
は
彼
の
肖
像
画
で
埋
ま
り
、
精
密
画
も
リ

チ
ャ
ー
ド
・
ソ
ー
ン
ヒ
ル
卿
が
手
掛
け
る
ほ
ど
で
あ
っ
た
。
ソ
ー
ン

ヒ
ル
卿
に
捧
げ
ら
れ
た
次
の
賛
辞
の
詩
は
、
一
七
二
四
年
一
一
月
二

八
日
付
け
の
『
ブ
リ
テ
ィ
ッ
シ
ュ
・
ジ
ャ
ー
ナ
ル
』
紙
に
掲
載
さ
れ

た
も
の
で
あ
る
。

ソ
ー
ン
ヒ
ル
よ
！
名
声
に
包
ま
れ
る
は
汝
な
り
、
／
無
名
の
汝

が
、
慎
み
深
く
名
を
上
げ
し
。
／
姿
形
を
描
く
な
ら
墓
場
を
避

け
る
べ
し
、
忘
却
の
シ
ェ
パ
ー
ド
が
現
れ
ん
！
／
ア
ペ
レ
ス
は

ア
レ
ク
サ
ン
ダ
ー
を
描
き
、
／
カ
エ
サ
ル
は
ア
ウ
レ
リ
ウ
ス
に

描
か
れ
、
／
リ
リ
ー
が
描
き
し
ク
ロ
ム
ウ
ェ
ル
も
輝
け
り
、
／

シ
ェ
パ
ー
ド
は
ソ
ー
ン
ヒ
ル
、
汝
の
中
に
生
き
に
け
り
！

こ
れ
は
ど
う
に
で
も
解
釈
で
き
る
、
あ
い
ま
い
な
賛
辞
で
あ
る
。
ア

ペ
レ
ス
が
君
主
を
描
く
に
ふ
さ
わ
し
い
画
家
な
ら
ば
、
ソ
ー
ン
ヒ
ル

は
泥
棒
を
描
く
に
ふ
さ
わ
し
い
画
家
だ
と
い
う
こ
と
か
。
だ
が
、
こ

の
画
家
は
そ
う
は
受
け
取
ら
な
か
っ
た
。
民
衆
も
そ
う
だ
っ
た
―

分
か
り
や
す
く
的
確
で
、
人
の
心
を
く
す
ぐ
る
よ
う
な
詩
だ
と
考
え

た
の
だ
。
あ
ま
り
に
も
有
名
に
な
っ
た
ジ
ャ
ッ
ク
は
、
芝
居
の
題
材
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に
も
う
っ
て
つ
け
だ
っ
た
。
サ
ー
モ
ン
ド
は
『
道
化
師
ジ
ャ
ッ
ク
・

シ
ェ
パ
ー
ド
』
と
い
う
パ
ン
ト
マ
イ
ム
の
芝
居
を
企
画
し
、
ド
ル
ー

リ
ー
レ
ー
ン
劇
場
で
大
成
功
を
収
め
た
。
ジ
ャ
ッ
ク
が
入
り
浸
っ
て

い
た
居
酒
屋
や
、
ジ
ャ
ッ
ク
が
脱
出
し
た
ニ
ュ
ー
ゲ
ー
ト
牢
獄
の
の

ろ
わ
れ
た
独
房
な
ど
、
背
景
は
す
べ
て
実
物
を
モ
デ
ル
に
し
て
描
か

れ
た

（
十

一
）（
以
下
略
）

（
『
狂
気
と
バ
ブ
ル
』
）

芥
川
の
摂
取
は
明
白
で
あ
り
、
疑
う
余
地
は
な
い
。
こ
の
他
、
「
タ
ア
ピ

ン
」
、「
デ
イ
ユ
ヴ
ア
ル
」
、「
ワ
イ
ル
ド
」
に
つ
い
て
の
言
及
や
、
そ
れ
以

外
の
細
部
の
記
述
も
ほ
ぼ
、
こ
の
種
の
露
骨
な
借
用
に
終
始
し
て
い
る
。

『
狂
気
と
バ
ブ
ル
』
以
外
の
情
報
も
、
「
ロ
ビ
ン
・
ホ
ツ
ド
」
の
中
に
は

少
し
は
含
ま
れ
て
い
る
の
で
、
こ
の
時
の
芥
川
が
、
別
の
文
献
を
併
せ
て

参
照
し
て
い
た
可
能
性
も
あ
る
が
、
「
ロ
ビ
ン
・
ホ
ツ
ド
」
の
内
容
の
殆

ど
が
『
狂
気
と
バ
ブ
ル
』
に
基
づ
く
も
の
で
あ
っ
た
、
と
い
う
点
は
動
か

な
い
。『
芥
川
龍
之
介
全
作
品
事
典
』（
平

・
）
は
、
こ
の
作
品
を
「
大

12
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学
で
英
文
学
を
専
攻
し
た
龍
之
介
の
潤
沢
な
知
識
、
鋭
い
考
察
が
、
明
快

な
論
旨
で
語
ら
れ
た
ユ
ニ
ー
ク
な
講
演
」
と
位
置
付
け
る
が
、
材
源
を
辿

っ
て
み
る
と
、
む
し
ろ
、
模
倣
の
跡
の
甚
だ
し
さ
ば
か
り
が
目
に
つ
い
て

し
ま
う
。
参
考
文
献
と
し
て
『
狂
気
と
バ
ブ
ル
』
が
掲
げ
ら
れ
て
い
な
い

こ
と
を
踏
ま
え
る
と
、
む
し
ろ
、
剽
窃
と
称
す
べ
き
内
容
で
あ
っ
た
。

し
か
も
、
芥
川
は
、「
ロ
ビ
ン
・
ホ
ツ
ド
」
に
お
い
て
、『
狂
気
と
バ
ブ

ル
』
の
核
と
な
る
主
張
を
取
り
込
ん
で
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
先
述
の
通

り
、
『
狂
気
と
バ
ブ
ル
』
は
、
人
間
が
集
団
の
中
で
い
つ
し
か
迷
信
や
狂

気
に
囚
わ
れ
る
傾
向
に
あ
る
こ
と
を
批
判
的
に
論
じ
た
も
の
で
あ
っ
た

が
、
こ
の
「
大
泥
棒
に
捧
げ
る
オ
マ
ー
ジ
ュ
」
の
章
に
お
い
て
も
、
そ
の

点
は
同
様
で
あ
る
。
こ
の
章
で
も
、
チ
ャ
ー
ル
ズ
・
マ
ッ
ケ
イ
は
、
最
後

に
、
「
大
泥
棒
」
に
無
批
判
に
熱
狂
・
陶
酔
し
た
り
、
そ
の
行
為
を
模
倣

し
た
り
す
る
人
々
、
す
な
わ
ち
、
大
衆
の
空
気
に
の
み
こ
ま
れ
て
、
我
を

忘
れ
て
、
愚
行
に
走
る
人
々
が
続
出
す
る
状
況
を
戒
め
て
い
る
。
一
方
、

芥
川
の
「
ロ
ビ
ン
・
ホ
ツ
ド
」
に
は
、
そ
の
姿
勢
は
取
り
入
れ
ら
れ
て
い

な
い
。
そ
れ
は
、「
英
国
皇
太
子
来
朝
」
を
祝
し
て
の
講
演
で
、「
大
泥
棒
」

を
も
て
は
や
す
イ
ギ
リ
ス
人
の
悪
口
を
い
う
わ
け
に
は
い
か
な
か
っ
た
と

い
う
事
情
の
た
め
で
あ
ろ
う
。
芥
川
は
「
ロ
ビ
ン
・
ホ
ツ
ド
」
に
お
い
て
、

『
狂
気
と
バ
ブ
ル
』
の
主
張
を
取
り
込
む
の
で
は
な
く
、
講
演
の
材
料
と

な
る
べ
き
知
識
を
取
り
込
む
こ
と
に
終
始
し
て
い
た
。

と
は
い
え
、
そ
の
こ
と
は
、
芥
川
と
『
狂
気
と
バ
ブ
ル
』
の
密
接
な
関

係
を
否
定
す
る
も
の
で
は
な
い
。
講
演
の
材
料
と
し
て
『
狂
気
と
バ
ブ
ル
』

の
知
識
が
選
択
さ
れ
た
の
も
、
こ
の
時
期
に
、
『
狂
気
と
バ
ブ
ル
』
を
手

近
に
置
い
て
読
ん
で
い
た
と
い
う
こ
と
を
証
明
す
る
も
の
で
あ
る
。
の
み

な
ら
ず
、
「
ロ
ビ
ン
・
ホ
ツ
ド
」
に
お
け
る
よ
う
な
あ
か
ら
さ
ま
な
借
用

は
、
『
狂
気
と
バ
ブ
ル
』「
大
泥
棒
に
捧
げ
る
オ
マ
ー
ジ
ュ
」
の
世
界
に
い

か
に
深
く
芥
川
が
没
入
し
て
い
た
の
か
を
示
す
も
の
で
あ
る
と
も
解
さ
れ

る
。
「
大
泥
棒
に
捧
げ
る
オ
マ
ー
ジ
ュ
」
の
世
界
そ
れ
自
体
の
中
に
、
芥

川
自
身
の
関
心
、
あ
る
い
は
、
聴
講
者
や
読
者
の
関
心
を
引
く
に
足
る
刺

激
に
富
ん
だ
内
容
が
含
ま
れ
て
い
る
か
ら
こ
そ
、
本
書
の
内
容
が
殆
ど
潤

色
を
加
え
ら
れ
る
こ
と
な
く
用
い
ら
れ
た
の
で
あ
る
。『
狂
気
と
バ
ブ
ル
』

に
は
、
右
の
「
魔
女
狩
り
」
や
「
大
泥
棒
に
捧
げ
る
オ
マ
ー
ジ
ュ
」
の
他

に
も
、「
狂
っ
た
投
機
熱
―

ミ
シ
シ
ッ
ピ
計
画
」「
南
海
泡
沫
事
件
」「
チ

ュ
ー
リ
ッ
プ
バ
ブ
ル
」
「
毒
殺
の
大
流
行
」
「
決
闘
と
神
の
判
決
」
「
近
世

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
予
言
者
た
ち
」
「
運
勢
判
断
」
「
磁
気
療
法
師
」
「
権
力
当

局
と
毛
髪
」
「
幽
霊
屋
敷
」
「
大
都
市
に
暮
ら
す
庶
民
の
楽
し
み
」
「
聖
遺

物
崇
拝
」「
錬
金
術
師
―

賢
者
の
石
と
生
命
の
水
を
求
め
て
」「
十
字
軍
」

の
章
が
設
け
ら
れ
て
い
て
、
集
団
の
中
で
い
つ
し
か
狂
気
に
向
か
う
こ
と
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に
な
っ
た
人
々
の
事
例
が
余
す
と
こ
ろ
な
く
記
さ
れ
て
い
る
。
芥
川
は
、

そ
れ
ら
の
全
て
に
目
を
通
し
て
い
た
に
違
い
な
い
。
「
公
衆
の
興
味
」
に

影
響
さ
れ
、
自
分
な
り
の
現
実
認
識
が
で
き
な
い
人
間
の
性
質
に
対
す
る

関
心
は
、
こ
う
し
た
読
書
体
験
を
通
し
て
改
め
て
強
く
芥
川
に
呼
び
起
こ

さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

芥
川
が
右
の
よ
う
な
人
間
の
性
質
に
関
心
を
寄
せ
て
い
た
こ
と
は
、
例

え
ば
、「
藪
の
中
」（
大

・
『
新
潮
』
）
に
よ
っ
て
も
確
か
め
ら
れ
る
。

11

1
こ
の
作
品
で
は
、
武
弘
と
い
う
人
物
が
殺
害
さ
れ
た
事
件
を
め
ぐ
っ
て
、

当
事
者
で
あ
る
多
襄
丸
、
真
砂
、
武
弘
の
三
人
の
証
言
が
食
い
違
っ
て
い

る
と
い
う
状
況
、
し
か
も
、
三
人
と
も
に
他
者
に
罪
を
な
す
り
つ
け
る
の

で
は
な
く
、
自
分
が
殺
害
に
関
与
し
た
（
論
者
注
―
武
弘
は
、
自
ら
胸

に
刃
を
突
き
刺
し
た
と
、
死
後
、
巫
女
の
口
を
借
り
て
証
言
し
て
い
る
。
）

と
証
言
し
て
い
る
と
い
う
事
態
が
描
か
れ
て
い
る
。
こ
の
不
可
解
な
事
態

の
真
相
は
、
こ
の
作
品
に
お
い
て
不
明
瞭
な
ま
ま
に
さ
れ
て
い
る
が
、
そ

の
点
に
つ
い
て
は
、
近
年
の
研
究
に
よ
っ
て
、
「
唯
一
の
『
真
相
』
を
追

求
す
る
形
で
『
藪
の
中
』
を
読
む
こ
と
の
懐
疑
は
十
分
に
共
有
さ
れ
」（
前

掲
の
『
芥
川
龍
之
介
全
作
品
事
典
』「
藪
の
中
」
）
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

何
故
に
、
こ
う
し
た
真
相
の
不
明
瞭
な
作
品
が
書
か
れ
た
の
か
と
い
う
と
、

「
一
人
称
に
よ
っ
て
語
ら
れ
る
言
葉
の
信
頼
性
の
も
ろ
さ
や
不
安
定
性
」

を
表
現
す
る
た
め
で
あ
る
。
三
人
の
う
ち
二
人
、
も
し
く
は
、
全
員
が
、

自
分
に
と
っ
て
決
し
て
有
利
に
は
な
ら
な
い
嘘
の
証
言
を
し
て
い
た
の
で

あ
る
が
、
そ
れ
は
、
彼
ら
の
懺
悔
や
告
白
の
中
に
、
世
間
に
向
け
て
の
自

己
演
出
が
含
ま
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
無
実
の
罪
を
自

ら
背
負
い
込
ん
で
も
、偽
り
の
自
己
を
演
出
し
よ
う
と
す
る
彼
ら
の
姿
は
、

意
識
的
で
あ
れ
、
無
意
識
的
で
あ
れ
、
人
間
が
他
者
や
世
間
の
興
味
に
い

か
に
強
く
拘
束
さ
れ
た
存
在
で
あ
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

人
間
の
こ
う
し
た
性
質
を
痛
感
す
る
芥
川
は
、
そ
れ
故
に
、
「
公
衆
の

興
味
」
か
ら
自
由
に
な
る
こ
と
の
困
難
を
よ
く
知
っ
て
い
た
。
な
る
ほ
ど
、

チ
ャ
ー
ル
ズ
・
マ
ッ
ケ
イ
の
如
く
、
第
三
者
の
視
点
か
ら
、
集
団
の
影
響

に
囚
わ
れ
て
、
狂
気
や
愚
行
に
走
る
こ
と
に
な
っ
た
人
物
た
ち
を
批
判
す

る
こ
と
は
容
易
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
渦
中
に
い
る
人
間
に
と
っ
て
は
、

そ
の
影
響
は
自
覚
さ
れ
に
く
い
。
そ
の
た
め
、
芥
川
は
、
個
々
の
人
間
の

意
識
的
な
努
力
が
、
「
公
衆
の
興
味
」
か
ら
解
き
放
た
れ
る
た
め
に
ど
れ

ほ
ど
有
効
で
あ
る
の
か
は
甚
だ
疑
問
で
あ
る
と
い
う
思
い
を
抱
く
よ
う
に

な
っ
て
い
た
。
芥
川
の
芸
術
観
の
変
容
は
、
こ
う
し
た
思
い
が
強
ま
る
中

で
生
ま
れ
て
き
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

周
知
の
通
り
、
あ
ら
ゆ
る
芸
術
は
、
作
家
の
意
識
的
な
活
動
に
よ
っ
て
、

即
ち
、
理
知
や
技
巧
に
よ
っ
て
構
築
さ
れ
る
と
考
え
て
い
た
芥
川
は
、
大

正
十
二
年
の
次
の
記
述
に
よ
っ
て
そ
の
考
え
方
を
覆
し
、
芸
術
に
は
作
家

の
無
意
識
が
自
ず
か
ら
反
映
さ
れ
て
し
ま
う
と
い
う
見
解
を
示
す
よ
う
に

な
っ
た
。

芸
術
家
は
何
時
も
意
識
的
に
彼
の
作
品
を
作
る
の
か
も
知
れ
な
い
。

し
か
し
作
品
そ
の
も
の
を
見
れ
ば
、
作
品
の
美
醜
の
一
半
は
芸
術
家

の
意
識
を
超
越
し
た
神
秘
の
世
界
に
存
し
て
ゐ
る
。
一
半
？

或
は

大
半
と
云
つ
て
も
好
い
。
／
我
我
は
妙
に
問
う
に
落
ち
ず
、
語
る
に

落
ち
る
も
の
で
あ
る
。
我
我
の
魂
は
を
の
づ
か
ら
作
品
に
露
る
る
こ

と
を
免
れ
な
い
。
一
刀
一
拝
し
た
古
人
の
用
意
は
こ
の
無
意
識
の
境

に
対
す
る
畏
怖
を
語
つ
て
は
ゐ
な
い
で
あ
ら
う
か
。
／
創
作
は
常
に

冒
険
で
あ
る
。
所
詮
は
人
力
を
尽
し
た
後
は
、
天
命
に
委
か
せ
る
よ

り
仕
方
は
な
い
。
（
中
略
）
わ
た
し
は
正
直
に
創
作
だ
け
は
少
く
と

も
こ
の
二
三
年
来
、
菲
才
そ
の
任
に
非
ず
と
あ
き
ら
め
て
ゐ
る
。

（
前
掲
の
「
侏
儒
の
言
葉
」
「
創
作
」。
こ
の
項
は
大

・
に
掲
載

12

7
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さ
れ
た
。
）

こ
こ
で
留
意
し
た
い
の
は
、
芥
川
が
、
理
知
や
技
巧
で
い
か
に
取
り
繕
っ

た
と
し
て
も
、
作
家
の
魂
は
自
ず
か
ら
作
品
に
滲
み
出
て
し
ま
う
も
の
で

あ
る
と
し
た
上
で
、
「
創
作
だ
け
は
少
く
と
も
こ
の
二
三
年
来
、
菲
才
そ

の
任
に
非
ず
と
あ
き
ら
め
て
ゐ
る
。
」
と
述
べ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
芥
川
が
「
公
衆
の
興
味
」
に
囚
わ
れ
た
作
品
を
最
も
嫌
悪
し
て
い
た

と
い
う
既
述
の
こ
と
を
踏
ま
え
る
な
ら
ば
、
幾
分
か
の
誇
張
が
含
ま
れ
て

は
い
る
だ
ろ
う
が
、
こ
こ
で
、
芥
川
は
、「
こ
の
二
三
年
来
」
、
す
な
わ
ち
、

現
実
を
モ
チ
ー
フ
に
し
た
作
品
を
書
く
傾
向
が
強
く
な
っ
て
き
た
大
正
九

年
か
ら
十
年
以
降
、
ど
う
文
飾
を
施
し
て
も
、
自
ら
の
中
に
あ
る
通
俗
性

が
作
品
に
滲
み
出
て
し
ま
う
こ
と
は
避
け
ら
れ
な
い
と
い
う
心
持
ち
に
傾

い
て
き
た
、
と
い
う
こ
と
を
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
は
、
「
公

衆
の
興
味
」
に
囚
わ
れ
る
こ
と
に
対
す
る
先
述
の
危
惧
か
ら
派
生
し
た
心

持
ち
で
あ
る
。
現
実
を
モ
チ
ー
フ
に
し
た
作
品
を
書
く
中
で
、
通
俗
性
か

ら
脱
し
得
な
い
自
ら
の
「
菲
才
」
に
対
す
る
絶
望
感
を
深
め
て
い
き
、
そ

の
結
果
、
や
は
り
、
ど
う
取
り
繕
っ
て
も
、
作
家
の
魂
は
自
ず
か
ら
作
品

に
投
影
さ
れ
て
し
ま
う
も
の
で
あ
る
と
い
う
認
識
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
た

と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
芥
川
の
芸
術
観
の
変
容
は
、
己
に
対
す
る
危

惧
や
疑
念
が
き
っ
か
け
と
な
っ
て
起
こ
っ
て
い
た
。

こ
う
し
て
、
晩
年
に
な
れ
ば
な
る
ほ
ど
、
芥
川
は
、
作
家
の
持
っ
て
生

ま
れ
た
素
質
や
無
意
識
的
な
精
神
の
あ
り
よ
う
と
い
う
も
の
に
重
き
を
置

く
よ
う
に
な
り
、
そ
れ
に
呼
応
し
て
、
自
ら
に
対
す
る
無
力
感
は
い
よ
い

よ
深
く
な
っ
て
い
く
。芥
川
の
志
賀
直
哉
に
対
す
る
度
を
超
し
た
崇
拝
も
、

そ
の
こ
と
を
端
的
に
示
す
も
の
で
あ
る
。

し
か
し
描
写
上
の
リ
ア
リ
ズ
ム
は
必
し
も
志
賀
直
哉
氏
に
限
つ
た
こ

と
で
は
な
い
。
同
氏
は
こ
の
リ
ア
リ
ズ
ム
に
東
洋
的
伝
統
の
上
に
立

つ
た
詩
的
精
神
を
流
し
こ
ん
で
ゐ
る
。（
中
略
）
こ
れ
こ
そ
僕
等
に
、

―
少
く
と
も
僕
に
最
も
及
び
難
い
特
色
で
あ
る
。
僕
は
志
賀
直
哉

氏
自
身
も
こ
の
一
点
を
意
識
し
て
ゐ
る
か
ど
う
か
、
は
必
し
も
は
つ

き
り
と
は
保
証
出
来
な
い
。
（
あ
ら
ゆ
る
芸
術
的
活
動
を
意
識
の
閾 し
き

ゐ

の
中
に
置
い
た
の
は
十
年
前
の
僕
で
あ
る
。
）
（
「
文
芸
的
な
」
五
）

「
公
衆
の
興
味
」
な
ど
と
い
う
も
の
と
初
め
か
ら
無
縁
の
天
性
の
詩
人
と

し
て
、
自
ら
に
到
底
手
の
届
か
な
い
高
み
に
あ
る
存
在
と
し
て
、
芥
川
は

志
賀
直
哉
を
神
格
化
し
て
い
る
。
理
知
や
技
巧
に
よ
っ
て
は
決
し
て
獲
得

す
る
こ
と
の
で
き
な
い
「
詩
的
精
神
」
の
力
を
目
の
当
た
り
に
す
る
に
つ

け
、
芥
川
は
、
自
ら
の
「
詩
的
精
神
」
の
不
在
を
思
い
知
ら
さ
れ
る
こ
と

に
な
る
の
で
あ
る
。

「
文
芸
的
な
」
の
十
二
「
詩
的
精
神
」
の
項
に
は
、
通
俗
性
を
厳
し
く

拒
絶
す
る
「
詩
的
精
神
」
の
獲
得
は
、
結
局
は
、
「
天
賦
の
才
能
」
に
よ

る
し
か
な
い
と
記
さ
れ
て
い
る
。
先
の
「
侏
儒
の
言
葉
」
の
「
創
作
」
も

踏
ま
え
る
な
ら
ば
、
こ
う
し
た
言
葉
の
裏
側
に
は
、
自
ら
の
「
天
賦
の
才

能
」
の
欠
如
を
実
感
す
る
芥
川
の
絶
望
が
潜
ん
で
い
る
と
見
る
こ
と
が
で

き
る
。
通
俗
性
に
対
す
る
過
度
の
拒
絶
意
識
が
、
芥
川
の
身
動
き
を
と
れ

な
く
さ
せ
る
結
果
を
招
い
て
い
た
。
こ
こ
に
、
晩
年
の
芥
川
の
悲
劇
の
一

因
が
潜
ん
で
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

広
津
和
郎
は
「
わ
が
心
を
語
る
」（
昭
・

『
改
造
』
）
に
お
い
て
、

4

6

「
自
然
主
義
の
後
を
受
け
て
文
壇
の
矢
面
に
立
っ
た
人
々
」
は
、
「
総
て

め
い
め
い
の
独
自
性
と
い
っ
た
も
の
を
磨
け
ば
事
足
り
る
よ
う
な
、
一
つ

の
自
由
主
義
時
代
に
育
っ
た
人
々
だ
っ
た
。
彼
等
は
め
い
め
い
の
生
き
方

で
生
き
、
め
い
め
い
の
磨
き
方
で
芸
を
磨
き
、
そ
し
て
め
い
め
い
の
独
自

性
を
最
も
強
く
、
最
も
は
っ
き
り
出
す
事
に
力
を
注
ぎ
、
そ
こ
に
信
念
を

持
っ
て
い
た
。
」
と
指
摘
し
た
上
で
、
そ
の
信
念
か
ら
生
ま
れ
た
自
ら
の
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苦
悩
を
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

私
も
亦
そ
の
同
じ
信
念
の
下
に
自
分
の
道
を
歩
い
て
行
っ
て
み
た
。

私
の
道
は
、
さ
あ
、
何
と
云
っ
た
ら
い
い
か
、
自
己
と
い
う
も
の
の

本
体
は
ど
こ
に
あ
る
か
と
思
っ
て
、
一
枚
々
々
自
己
の
か
ぶ
っ
て
い

る
皮
を
剥
い
で
行
く
、と
い
っ
た
よ
う
な
行
き
方
だ
っ
た
。私
は
時
々

自
分
で
自
分
を
省
み
て
、「
こ
ん
な
風
に
自
己
と
い
う
も
の
の
一
皮
、

一
皮
を
剥
い
て
行
っ
た
と
こ
ろ
で
、
ど
う
や
ら
そ
こ
に
何
も
生
れ
て

来
る
も
の
で
は
な
い
で
は
な
い
か
。
ち
ょ
う
ど
一
皮
、
一
皮
ラ
ッ
キ

ョ
ウ
の
皮
を
剥
く
よ
う
な
も
の
で
、
結
局
、
剥
い
て
剥
い
て
行
っ
た

最
後
に
は
『
無
』
の
ほ
か
何
も
残
る
も
の
で
は
な
い
で
は
な
い
か
」

と
思
っ
て
み
た
も
の
だ
。

「
自
然
主
義
の
後
を
受
け
て
文
壇
の
矢
面
に
立
っ
た
」
芥
川
も
ま
た
、
後

期
に
な
る
に
つ
れ
て
、「
歴
史
に
仮
装
す
る
む
な
し
さ
」
か
ら
、
即
ち
、「
自

己
と
い
う
も
の
の
本
体
は
ど
こ
に
あ
る
か
」
と
い
う
問
い
か
ら
い
よ
い
よ

目
を
背
け
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
。
そ
の
結
果
、
「
一
枚
々
々
自
己
の

か
ぶ
っ
て
い
る
皮
を
剥
い
で
」
、
作
家
の
無
意
識
に
属
す
る
「
詩
的
精
神
」

の
意
味
を
問
お
う
と
す
る
作
業
の
中
で
、
自
ら
の
中
に
は
「
『
無
』
の
ほ

か
何
も
残
る
も
の
で
は
な
い
で
は
な
い
か
」
と
い
う
懐
疑
に
囚
わ
れ
る
こ

と
に
な
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
後
期
の
芥
川
作
品
が
、
芥
川
が
絶
望
す
る
如

く
、
「
詩
的
精
神
」
の
欠
如
し
た
も
の
で
あ
っ
た
と
は
思
え
な
い
。
し
か

し
、
現
実
と
は
何
か
、
自
己
と
は
何
か
と
い
う
こ
と
に
過
敏
で
あ
っ
た
芥

川
に
は
、
己
の
空
虚
が
ま
ず
目
に
付
い
た
。
も
と
よ
り
、
広
津
の
言
を
信

ず
れ
ば
、
こ
れ
は
何
も
芥
川
一
人
の
問
題
で
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
程

度
の
違
い
こ
そ
あ
れ
、
大
正
期
と
い
う
「
一
つ
の
自
由
主
義
時
代
」
に
は
、

一
方
で
、
多
く
の
作
家
が
「
ラ
ッ
キ
ョ
ウ
の
皮
を
剥
く
」
よ
う
な
虚
無
感

に
直
面
し
て
い
た
。
芥
川
の
苦
悩
の
背
景
に
も
ま
た
、
個
性
や
自
己
の
主

張
に
溢
れ
た
こ
の
時
代
が
か
え
っ
て
も
た
ら
し
た
閉
塞
感
と
い
う
も
の
が

潜
ん
で
い
た
の
か
も
知
れ
な
い
。

［
注
］

（
一
）
勿
論
、
こ
れ
は
大
き
な
傾
向
を
述
べ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
初
期
の
芥
川

の
作
品
に
「
私
的
な
体
験
」
に
基
づ
く
現
代
小
説
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
し
、

ま
た
、
後
期
の
芥
川
の
作
品
に
歴
史
に
取
材
し
た
作
品
、
あ
る
い
は
、
虚
構

の
世
界
を
描
い
た
作
品
が
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

（
二
）

C
harles

M
ackayの

M
em

oirs
of

extraordinary
popular

delusions
and

the
m

adness
of

crow
ds

L
ondon

:
G

eo
rg

e
R

ou
tledge,

1892よ
り
原
文
を

引
用
す
る
。
以
下
の
引
用
も
本
書
に
よ
る
。

W
e

find
that

w
h

ole
com

m
unities

su
ddenly

fix
their

m
in

ds
up

on
one

ob
ject,

and
go

m
ad

in
its

p
ursuit;

（
三
）

T
o

trace
the

history
of

the
m

ost
prom

inent
o

f
these

delusions
is

the

ob
ject

of
th

e
present

pages.
M

en,
it

has
been

w
ell

said,
thin

k
in

h
erds;

it
w

ill
be

seen
that

th
ey

go
m

ad
in

herds,
w

hile
th

ey
only

reco
v

er
their

senses
slow

ly,
and

on
e

by
one.

（
四
）

M
ost

persons
said

th
e

num
ber

of
these

dem
ons

w
as

so
g

reat
that

they

could
not

be
cou

nted,
but

W
ierus

asserted
th

at
they

am
ounted

to
n

o

m
ore

than
seven

m
illion

s
fo

ur
hu

ndred
and

five
thousan

d
nine
h

undred

and
tw

en
ty-six

;
and

that
th

ey
w

ere
divided

in
to

seventy-tw
o

com
pan

ies
or

b
attalions,

to
each

o
f

w
hich

th
ere

w
as

a
prince

o
r

cap
tain.

（
五
）

T
o

w
ards

th
e

close
o

f
the

sixteenth
century,

m
any

learn
ed

m
en

,
both

on

th
e

continent
and

in
the

isles
of

B
ritain

,
had

endeavoured
to

disab
use

th
e

pubulic
m

ind
o

n
th

is
subject.

T
he

m
ost

celebrated
w

ere
W

i
erus,

in
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G
erm

any
;

P
ietro

d'A
pone,

in
Italy

;
and

R
eginald

S
cot,

in
E

ng
land.

（
六
）

and
up

on
one

occasion
he

tran
sform

ed
him

self
in

to
a

b
arriste
r,

as
w

e

learn
from

W
ierus,

book
iv.

chapter
9.

In
th

e
reign

of
P

hilipp
e

le
B

el,

he
appeared

to
a

m
onk

in
the

sh
ape

of
a

dark
m

an
riding

a
tall

bla
ck

ho
rse,

then
as

a
friar,

afterw
ards

as
an

ass,
and

fin
ally

as
a

coach
-w

h
eel.

（
七
）

T
he

w
itches

had
p

ow
er

to
assum

e
alm

ost
any

shape;
b

ut
they

gen
erally

close
either

th
at

of
a

cat
or

a
h

are,

（
八
）

B
efore

entering
further

into
the

history
of

W
itchcraft,

it
may

be
as

w
ell

if
w

e
co

nsider
the

absu
rd

im
personation

of
the

evil
prin
ciple

form
ed

by
the

m
on

ks
in

their
legends.

（
九
）

S
o,

w
hile

the
superstitious

dream
s

of
form

er
tim

es
are

regar
ded

as

m
ere

sp
eculative

insanities,
w

e
m

ay
be

for
a

m
om

ent
am

used
w

i
th

the

w
ild

incoherences
o

f
the

patien
ts;

（
十
）

M
an

y
oth

er
in

stances
of

this
lingering

b
elief

m
igh

t
be

cited
bo

th
in

F
ran

ce
an

d
G

reat
B

ritian,
and

indeed
in

every
oth

er
co

untry
i

n
E

urop
e.

S
o

deeply
ro

oted
are

som
e

errors
that

ages
cann

ot
rem

ove
them

.
T

he

po
isono

us
tree

th
at

on
ce

overshadow
ed

the
lan

d,
m

ay
be

cut
do

w
n

b
y

th
e

sturdy
efforts

o
f

sages
and

ph
ilosophers;

the
sun

m
ay

shi
ne

clearly

up
on

spots
w

here
venem

ous
thing

s
once

nestled
in

security
an

d
shade;

（
十
一
）

N
ot

less
fam

iliar
to

the
peo

ple
of

E
ngland

is
the

career
of

Jac
k

S
heppard

,
as

brutal
a

ruffian
as

ever
disgraced

his
country,

b
ut

w
h

o

has
claim

s
upon

th
e

p
opular

adm
iration

w
h

ich
are

very
genera

lly

acknow
ledged.

H
e

did
not,

like
R

obin
H

o
od,

plu
nder

the
rich

t
o

relieve

th
e

poo
r,

nor
rob

w
ith

an
u

nco
uth

sort
of

cou
rtesy,

like
T

urpi
n;

b
ut

he

escap
ed

from
N

ew
gate

w
ith

the
fetters

on
his

lim
bs.

T
his

achi
evem

ent,

m
ore

than
once

repeated,
has

encircled
his

felon
brow

w
ith

th
e

w
reath

of
im

m
ortality,

an
d

m
ad

e
him

quite
a

pattern
thief

am
on

g
the

po
pulace.

H
e

w
as

no
m

o
re

than
tw

enty-three
years

of
age

at
the

tim
e

of
his

execution,
an

d
he

died
m

uch
pitied

by
th

e
cro

w
d.

H
is

adventu
res

w
ere

the
sole

topics
o

f
conversatio

n
fo

r
m

onth
s;

the

prin
t-shop

s
w

ere
filled

w
ith

h
is

effigies,
an

d
a

fin
e

painti
ng

of
him

w
as

m
ade

by
S

ir
R

ichard
T

hornhill.
T

he
follo

w
ing

com
plim

entary
verses

to

the
artist

appeared
in

the
B

ritish
Jo

urnalof
N

ovem
b

er
28th,
1724.

“

T
hornhill!

'tis
thine

to
gild

w
ith

fam
e／

T
h'

obscu
re,

and

raise
th

e
h

um
b

le
nam

e;
／

T
o

m
ake

the
fo

rm
elude

the
grave,

A
n

d
S

heppard
from

ob
livion

save!／
A

p
elles

A
lexander

d
rew―

C
esar

is
to

A
ureliu

s
du

e;／
C

rom
w

ell
in

Lilly's
w

orks
doth

shine,／
A

n
d

S
heppard,

T
ho

rn
hill,

lives
in

thin
e! ”

T
h

is
w

as
a

very
equ

ivocal
sort

of
com

p
lim

ent,
and

m
ight

h
ave

m
eant,

th
at

if
A

pelles
w

ere
w

orth
y

to
paint

a
m

o
narch,

T
ho

rn
hill

w
as
w

orth
y

to
paint

a
thief.

B
ut

th
e

artist
did

not
view

it
in

that
light,

n
or

did
the

pu
blic;

for
th

ey
considered

the
verses

to
be

very
neat,

point
ed,

an
d

flattering.
S

o
high

w
as

Jack's
fam

e
that

a
pan

tom
im

e
en

terta
in

m
ent,

called
H

arleq
uin

Jack
S

h
epp

ard,
w

as
d

evised
by

one
T

hurm
ond

,
an

d

broug
ht

out
w

ith
great

success
at

D
rury

Lane
T

heatre.
A

ll
the

scenes

w
ere

p
ain

ted
from

nature,
including

the
p

ublic-house
th

at
t

h
e

robber

freq
uen

ted
in

C
larem

arket,
and

the
con

dem
ned

cell
from

w
h

ic
h

he
had

m
ad

e
his

escap
e

in
N

ew
gate.

［
附
記
］

芥
川
作
品
か
ら
の
引
用
は
全
て
『
芥
川
龍
之
介
全
集
』
（
平

・
～

・
）

7

11

10

3
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に
よ
る
。
そ
の
他
、
文
献
の
引
用
に
際
し
適
宜
ル
ビ
等
を
略
し
旧
字
を
新
字
に
改

め
た
。
／
は
改
行
を
意
味
す
る
。

（
た
ぐ
さ
り

か
ず
ま
・
高
知
大
学
准
教
授
）


