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「
杜
子
春
」「
秋
山
図
」
な
ど
の
佳
作
を
書
い
た
〉
と
し
つ
つ
も
、〈
し
か
し
、

大
正
六
、七
年
の
め
ざ
ま
し
い
活
躍
に
比
べ
れ
ば
、
は
っ
き
り
言
っ
て
こ
の
時

期
は
停
滞
期
、
マ
ン
ネ
リ
を
迎
え
て
い
た
時
期
と
言
っ
て
よ
い
〉
と
、
は
っ
き

り
〈
停
滞
〉
を
指
摘
し
て
い
る
。
さ
ら
に
宮
坂
覺
『
芥
川
龍
之
介
　
人
と
作
品

〔
新
版
〕』（
翰
林
書
房
、
一
九
九
八
年
四
月
）
の
中
に
も
〈
芸
術
的
停
滞
か
ら
新
分

野
へ
の
挑
戦
と
い
う
希
い
は
脆
く
も
破
れ
て
し
ま
っ
た
〉〈
文
筆
活
動
で
は
満

足
で
き
る
成
果
を
あ
げ
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
〉
と
い
う
、
大
正
八
年
時
の

芥
川
の
文
学
活
動
に
対
す
る
「
停
滞
」
と
い
う
評
価
が
見
受
け
ら
れ
る
。
し
か

し
、
な
ぜ
、
こ
の
よ
う
に
芥
川
に
お
け
る
大
正
八
、九
年
頃
が
「
停
滞
期
」
と

呼
ば
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。
た
し
か
に
発
表
さ
れ
た
作
品
の
質
が
問
わ
れ
た
う
え

で
そ
の
よ
う
に
評
価
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
こ
れ
以
上
の
論
究
は
不
要
で

あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
け
れ
ど
も
、
そ
こ
に
は
作
品
の
質
と
は
別
に
芥
川
の

作
家
人
生
を
あ
る
定
型
に
当
て
嵌
め
て
語
ろ
う
と
す
る
、
芥
川
論
の
陥
穽
が
現

れ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

１
．「
停
滞
」
す
る
芥
川
と
〈
売
文
生
活
〉

芥
川
龍
之
介
の
作
家
人
生
に
お
い
て
大
正
八
、九
年
（
一
九
一
九
、一
九
二
〇
年
）

頃
を
創
作
上
の
「
停
滞
期
」
と
み
る
向
き
は
、
こ
れ
ま
で
の
芥
川
研
究
の
中
で

広
く
共
有
さ
れ
て
き
た
認
識
だ
と
い
え
る
。
た
と
え
ば
、
芥
川
の
作
家
人
生
を

一
年
ご
と
に
区
切
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
論
者
が
担
当
し
、〈
伝
記
〉〈
文
壇
の
動

向
と
芥
川
評
価
〉〈
作
品
〉
の
三
つ
の
観
点
か
ら
論
じ
た
『
國
文
學
』
の
企
画

「
編
年
史
・
芥
川
龍
之
介
」（
一
九
六
八
年
一
一
月
）
に
お
い
て
、
大
正
八
年
を
担

当
し
た
鳥
居
邦
朗
は
、
そ
の
年
の
芥
川
作
品
に
つ
い
て
〈
こ
の
年
に
見
る
べ
き

も
の
は
少
な
い
〉
と
述
べ
た
う
え
で
〈
む
し
ろ
そ
れ
よ
り
目
立
つ
の
は
失
敗
作

で
あ
る
〉
と
い
う
評
価
を
下
し
、
さ
ら
に
翌
九
年
に
つ
い
て
も
〈
明
け
て
大
正

九
年
も
、
お
お
む
ね
似
た
よ
う
な
一
年
で
あ
っ
た
〉
と
し
て
い
る
。
ま
た
、
鷺

只
雄
は
『
年
表
作
家
読
本
　
芥
川
龍
之
介
』（
河
出
書
房
新
社
、
一
九
九
二
年
六
月
）

の
中
で
、大
正
八
、九
年
の
芥
川
に
つ
い
て
〈「
舞
踏
会
」「
秋
」「
南
京
の
基
督
」

「
停
滞
」
す
る
芥
川
龍
之
介

︱ 

「
東
洋
の
秋
」
試
論 

︱

大

　

西

　

永

　

昭
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こ
れ
は
関
口
安
義
の
大
著
『
芥
川
龍
之
介
と
そ
の
時
代
』

（
１
）の

中
の
一
節
で
あ

る
。
関
口
も
ま
た
最
初
に
挙
げ
た
論
者
た
ち
と
同
様
、
芥
川
に
「
停
滞
期
」
を

認
め
る
一
人
で
あ
り
、
こ
の
著
書
の
中
で
芥
川
の
第
四
短
篇
集
『
影
燈
籠
』（
春

陽
堂
、
一
九
二
〇
年
一
月
）
に
触
れ
な
が
ら
、〈
こ
う
し
て
一
巻
に
集
め
ら
れ
て
見

る
と
、
第
二
期
に
入
っ
た
芥
川
の
創
作
活
動
の
停
滞
ぶ
り
が
遺
憾
な
が
ら
は
っ

き
り
し
て
し
ま
う
〉
と
、
大
正
八
、九
年
頃
の
芥
川
の
「
停
滞
」
に
つ
い
て
述

べ
て
い
る
。
関
口
が
こ
こ
に
描
い
て
み
せ
る
の
は
、
華
や
か
な
作
家
デ
ビ
ュ
ー

か
ら
始
ま
り
、
様
々
な
人
生
上
の
苦
闘
と
真
摯
に
向
き
合
い
な
が
ら
、
最
終
的

に
自
死
へ
と
赴
く
芥
川
の
姿
だ
が
、
こ
の
著
書
の
第
八
章
の
第
一
節
は
「
人
生

の
か
げ
り
」
と
題
さ
れ
、〈
創
作
が
生
活
の
糧
を
得
る
仕
事
に
な
っ
て
み
る
と
、

そ
れ
は
休
み
の
な
い
苦
し
い
作
業
で
あ
っ
た
〉と
記
さ
れ
て
お
り
、〈
売
文
生
活
〉

が
芥
川
の
神
経
を
苛
む
辛
苦
と
み
な
さ
れ
て
い
る
。つ
ま
り
、こ
の
認
識
に
よ
っ

て
立
つ
な
ら
ば
、
大
正
八
年
に
始
ま
っ
た
〈
売
文
生
活
〉
は
芥
川
を
「
停
滞
」

さ
せ
る
一
要
因
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

こ
う
し
た
傾
向
は
進
藤
純
孝
『
伝
記
　
芥
川
龍
之
介
』
（
２
）に

も
み
ら
れ
る
。
進

藤
も
ま
た
〈
創
作
生
活
の
行
き
悩
み
に
あ
が
い
た
だ
け
の
、
彼
に
と
つ
て
は
作

家
生
活
に
入
つ
て
以
来
の
不
作
の
年
で
あ
つ
た
〉
と
、や
は
り
大
正
八
年
＝
「
停

滞
期
」
説
に
与
す
る
一
人
で
あ
る
が
、〈
待
ち
暮
し
て
ゐ
る
芥
川
は
、
結
局
、「
寸

刻
も
休
み
な
い
売
文
生
活
！
」
の
は
て
に
、
創
作
の
黄
昏
が
来
る
ば
か
り
で
は

な
い
か
と
、
た
だ
、
心
の
上
に
の
し
か
か
つ
て
く
る
疲
労
と
倦
怠
と
を
、
ひ
と

し
ほ
重
く
感
じ
る
こ
と
も
あ
つ
た
で
あ
ら
う
〉
と
、〈
売
文
生
活
〉
に
疲
れ
た

芥
川
は「
羅
生
門
」（『
帝
國
文
學
』一
九
一
五
年
一
一
月
）、「
鼻
」（
第
四
次『
新
思
潮
』

一
九
一
六
年
二
月
）
と
い
っ
た
短
篇
小
説
で
作
家
デ
ビ
ュ
ー
を
果
た
し
、
大
正
五

年
（
一
九
一
六
年
）
の
十
二
月
か
ら
は
海
軍
機
関
学
校
の
英
語
の
嘱
託
教
諭
と
作

家
と
の
兼
業
を
し
な
が
ら
創
作
を
行
い
、
大
正
七
年
（
一
九
一
八
年
）
に
は
機

関
学
校
教
官
の
ま
ま
大
阪
毎
日
新
聞
社
の
社
友
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
頃
に
は

「
地
獄
變
」（『
大
阪
毎
日
新
聞
』一
九
一
八
年
五
月
一
日
〜
二
二
日
）、「
蜘
蛛
の
糸
」（『
赤

い
鳥
』
一
九
一
八
年
七
月
）
な
ど
が
発
表
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
大
正
八
年
の

四
月
に
は
教
職
を
辞
し
、
大
阪
毎
日
新
聞
社
へ
入
社
し
て
専
業
作
家
と
な
っ
て

い
る
。
つ
ま
り
、
時
期
的
に
は
芥
川
が
専
業
作
家
と
し
て
創
作
一
本
に
専
念
し

始
め
た
頃
と
「
停
滞
期
」
と
し
て
眺
め
ら
れ
る
一
時
期
が
重
な
っ
て
い
る
の
で

あ
る
。

専
業
作
家
と
し
て
の
出
発
期
と
「
停
滞
期
」
―
―
こ
の
二
つ
の
事
象
の
間
に

何
か
因
果
的
な
繋
が
り
を
見
出
す
こ
と
は
可
能
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
を
思
わ
せ
る

の
が
、
大
正
九
年
時
の
芥
川
に
つ
い
て
述
べ
た
次
の
よ
う
な
言
説
で
あ
る
。

芥
川
は
肉
体
的
に
も
精
神
的
に
も
疲
れ
て
い
た
。
一
月
中
旬
に
イ
ン
フ

ル
エ
ン
ザ
で
床
に
就
き
、
月
末
ま
で
寝
込
ん
で
い
る
。
専
業
作
家
と
な
っ

た
こ
と
は
、「
寸
刻
も
休
み
な
い
売
文
生
活
」（「
東
洋
の
秋
」）
に
追
わ
れ

る
こ
と
で
も
あ
っ
た
。
彼
は
「
売
文
生
活
に
疲
れ
た
お
れ
」（「
同
上
」）

を
感
じ
て
い
た
。〈
疲
労
と
倦
怠
〉
は
芥
川
の
心
を
む
し
ば
ん
で
い
た
の

で
あ
る
。
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を
抱
え
な
が
ら
〈
日
比
谷
公
園
〉
を
歩
い
て
い
る
。
こ
の
〈
日
比
谷
公
園
〉
と

い
う
場
所
は
、現
実
に
存
在
す
る
地
所
と
同
じ
固
有
名
を
充
て
ら
れ
て
い
る
が
、

〈
仄
か
に
霧
の
懸
つ
て
ゐ
る
行
く
手
の
樹
々
の
間
か
ら
は
、
唯
、
噴
水
の
し
ぶ

く
音
が
、
百
年
の
昔
も
変
ら
な
い
や
う
に
、
小
止
み
な
い
さ
ざ
め
き
を
送
つ
て

来
る
〉
と
あ
る
よ
う
に
時
間
の
流
れ
が
〈
百
年
の
昔
〉
か
ら
静
止
し
た
か
の
よ

う
な
空
間
で
あ
り
、
さ
ら
に
〈
公
園
の
外
の
町
の
音
も
、
ま
る
で
風
の
落
ち
た

海
の
如
く
、
蕭
条
と
し
た
木
立
の
向
ふ
に
静
ま
り
返
つ
て
し
ま
つ
た
ら
し
い
〉

と
外
界
の
音
も
届
か
な
い
隔
絶
さ
れ
た
世
界
で
も
あ
る
。
そ
し
て
〈
お
れ
以
外

に
誰
も
歩
い
て
ゐ
な
い
〉
そ
の
場
所
で
、〈
お
れ
〉
は
〈
鳥
の
巣
の
や
う
な
髪
〉

〈
殆
ど
肌
も
蔽
は
な
い
薄
墨
色
の
破
れ
衣
〉〈
獣
に
も
紛
ひ
さ
う
な
手
脚
の
爪
の

長
さ
〉と
い
う
姿
を
し
た
二
人
の
男
が
竹
箒
で
掃
除
し
て
い
る
光
景
に
出
会
す
。

こ
れ
を
見
た
〈
お
れ
〉
は
〈
寒
山
拾
得
は
生
き
て
ゐ
る
〉
と
呟
き
な
が
ら
〈
路

を
元
来
た
方
へ
歩
き
出
し
〉〈
日
比
谷
公
園
〉
を
後
に
す
る
、
と
い
う
の
が
作

品
の
大
筋
で
あ
る
。〈
日
比
谷
公
園
〉
と
い
う
虚
構
化
さ
れ
た
特
殊
な
空
間
か

ら
の
往
還
が
何
を
意
味
し
て
い
る
の
か
を
読
み
解
く
こ
と
が
、
作
品
理
解
の
う

え
で
重
要
な
問
題
と
な
っ
て
く
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
の
と
き
こ
こ
に
異
物

の
よ
う
な
存
在
感
で
入
り
込
ん
で
く
る
の
が
、
こ
の
作
品
の
冒
頭
近
く
の
次
の

よ
う
な
一
節
で
あ
る
。

お
れ
は
散
歩
を
続
け
な
が
ら
も
、云
ひ
や
う
の
な
い
疲
労
と
倦
怠
と
が
、

重
た
く
お
れ
の
心
の
上
に
の
し
か
か
つ
て
ゐ
る
の
を
感
じ
て
ゐ
た
。
寸
刻

芥
川
の
姿
を
描
い
て
い
る
。

右
で
関
口
と
進
藤
が
共
に
引
用
し
て
い
る
「
東
洋
の
秋
」（『
改
造
』
一
九
二
〇

年
四
月
）
は
、
大
正
九
年
の
『
改
造
』
四
月
号
に
「
小
品
二
種
」
の
総
題
の
下
、

「
沼
」
と
共
に
発
表
さ
れ
た
作
品
で
あ
る
。
い
わ
ゆ
る
「
停
滞
期
」
の
作
品
で

あ
り
、
何
よ
り
そ
の
内
容
が
、〈
売
文
生
活
〉
に
入
り
「
停
滞
」
す
る
芥
川
を

体
現
し
て
い
る
よ
う
に
読
め
る
。
し
か
し
、
は
た
し
て
「
東
洋
の
秋
」
は
そ
こ

で
語
ら
れ
る
物
語
内
容
そ
の
ま
ま
に
、〈
売
文
生
活
〉
に
〈
疲
労
と
倦
怠
〉
を

感
じ
る
と
い
う
、芥
川
の
制
作
事
情
を
吐
露
し
た
作
品
と
い
え
る
の
だ
ろ
う
か
。

む
し
ろ
「
東
洋
の
秋
」
を
そ
の
よ
う
に
読
ま
せ
て
い
る
の
は
、「
停
滞
」
す
る

芥
川
と
い
う
読
者
側
が
あ
ら
か
じ
め
作
品
に
繰
り
込
ん
で
し
ま
う
作
家
情
報
な

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
篠
崎
美
生
子
が
〈「
芥
川
」
を
ま
と
め
て
語
る
言
説

が
今
な
お
「
芸
術
」
と
「
挫
折
」
の
コ
ー
ド
に
基
づ
く
傾
向
が
あ
る
こ
と
は
残

念
だ
〉
（
３
）

と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
や
は
り
こ
こ
に
も
「
挫
折
」
す
る
「
芸
術
」

家
と
い
う
画
一
化
し
た
芥
川
像
が
作
品
の
受
容
さ
れ
方
を
規
定
し
て
い
る
よ
う

に
思
わ
れ
る
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
こ
の
「
東
洋
の
秋
」
と
い
う
作
品
の
分
析
を

通
じ
て
、「
停
滞
期
」
と
い
う
評
価
の
陰
に
看
過
さ
れ
て
き
た
芥
川
文
学
の
可

能
性
に
つ
い
て
探
っ
て
い
く
こ
と
と
す
る
。

２
．「
東
洋
の
秋
」
＝
「
停
滞
期
」
の
作
か
？

ま
ず
、
改
め
て
「
東
洋
の
秋
」
と
い
う
作
品
の
物
語
内
容
に
目
を
向
け
て
み

る
こ
と
に
す
る
。
語
り
手
と
主
人
公
を
兼
ね
る
〈
お
れ
〉
は
〈
疲
労
と
倦
怠
〉
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を
連
載
し
て
お
り
、さ
ら
に
『
東
京
日
日
新
聞
』
で
文
芸
月
評
も
行
っ
て
い
る
。

こ
う
し
た
創
作
状
況
を
踏
ま
え
る
と
、
た
し
か
に
〈
寸
刻
も
休
み
な
い
売
文
生

活
〉
と
い
う
言
葉
が
た
だ
の
文
飾
に
止
ま
ら
ず
、
作
家
の
現
状
を
語
る
告
白
の

よ
う
に
も
読
む
こ
と
が
で
き
る
。
し
た
が
っ
て
、
絶
え
間
な
い
原
稿
依
頼
に
苛

ま
れ
る
作
家
が
、
一
人
密
か
に
自
身
の
〈
創
作
力
〉
に
〈
黄
昏
〉
を
予
感
す
る

姿
に
も
そ
れ
な
り
の
説
得
力
が
あ
る
。
こ
の
作
品
が
〈
売
文
生
活
〉
に
入
り
「
停

滞
」
す
る
芥
川
の
心
境
を
描
い
た
よ
う
に
読
め
て
し
ま
う
の
も
無
理
は
な
い
。

け
れ
ど
も
、「
東
洋
の
秋
」
を
大
正
九
年
時
の
芥
川
の
状
況
を
表
す
も
の
と

見
な
す
に
は
一
定
の
留
保
が
必
要
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
の
作
品
に
は
短
篇

集
『
沙
羅
の
花
』（
改
造
社
、
一
九
二
二
年
八
月
）
に
掲
載
さ
れ
た
際
に
行
わ
れ
た
、

本
文
末
尾
の
〈
―
―
大
正
七
年
三
月
―
―
〉
と
い
う
追
記
が
存
在
す
る
か
ら
で

あ
る
。
大
正
九
年
三
月
二
十
七
日
付
の
泣
菫
薄
田
淳
介
宛
書
簡
に
は
〈
ど
う
も

こ
の
間
か
ら
素
戔
嗚
尊
の
恋
愛
が
書
け
な
い
で
殆
閉
口
し
て
ゐ
ま
す
そ
の
為
雑

誌
の
小
説
も
書
け
ず
旧
稿
や
未
定
稿
で
御
免
を
蒙
つ
た
始
末
で
す
〉
と
記
さ
れ

て
お
り
、
度
重
な
る
原
稿
依
頼
を
受
注
し
き
れ
な
く
な
っ
た
芥
川
は
、
そ
の
間

に
合
わ
せ
と
し
て
旧
稿
で
あ
る
「
東
洋
の
秋
」
を
発
表
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

つ
ま
り
、「
東
洋
の
秋
」
は
少
な
く
と
も
芥
川
が
〈
寸
刻
も
休
み
な
い
売
文
生

活
〉
に
追
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
大
正
九
年
以
前
の
作
で
あ
り
、
ま
だ
専
業
作
家

と
な
っ
て
い
な
い
大
正
七
年
（
一
九
一
八
年
）
に
そ
の
大
部
分
が
書
か
れ
て
い

た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
推
測
さ
れ
る
の
は
、
大
正
七
年
の
段
階
で
す
で
に
あ
る
程
度
で
き
あ

も
休
み
な
い
売
文
生
活
！
　
お
れ
は
こ
の
儘
た
つ
た
一
人
、
悩
ま
し
い
お

れ
の
創
作
力
の
空
に
、
空
し
く
黄
昏
の
近
づ
く
の
を
待
つ
て
ゐ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
の
で
あ
ら
う
か
。

作
品
の
末
尾
で
〈
日
比
谷
公
園
〉
か
ら
の
帰
還
が
〈
お
れ
〉
の
〈
よ
み
返
〉

り
と
並
行
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
作
中
の
〈
日
比
谷
公
園
〉
は
「
死
」
を
象
徴

す
る
よ
う
な
世
界
と
解
釈
す
る
こ
と
も
で
き
る
が
、
や
は
り
少
な
か
ら
ぬ
違
和

を
感
じ
さ
せ
る
の
は
そ
の
「
死
」
の
世
界
へ
の
経
路
と
な
る
〈
云
ひ
や
う
の
な

い
疲
労
と
倦
怠
〉
の
原
因
と
な
っ
て
い
る
の
が
〈
寸
刻
も
休
み
な
い
売
文
生
活
〉

と
い
う
あ
ま
り
に
俗
世
間
的
な
事
象
と
さ
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。「
東
洋
の
秋
」

に
先
立
っ
て
発
表
さ
れ
た
「
蜜
柑
」（『
新
潮
』
一
九
一
九
年
五
月
）
で
は
、
ま
っ

た
く
同
じ
〈
云
ひ
や
う
の
な
い
疲
労
と
倦
怠
〉
と
い
う
言
辞
が
そ
の
原
因
を
空

白
に
し
た
ま
ま
用
い
ら
れ
て
い
た
こ
と
と
比
べ
れ
ば
、こ
こ
に
明
示
さ
れ
た〈
売

文
生
活
〉
と
い
う
具
体
的
な
原
因
は
否
応
な
く
読
者
の
注
意
を
そ
こ
に
向
け
さ

せ
る
。

そ
れ
と
同
時
に
、
こ
の
小
説
が
一
人
称
小
説
で
あ
る
た
め
に
主
人
公
と
作
者

の
同
一
性
に
関
心
を
寄
せ
る
読
者
の
意
識
は
、「
東
洋
の
秋
」
が
発
表
さ
れ
た

頃
の
芥
川
の
実
際
の
〈
売
文
生
活
〉
へ
と
向
か
っ
て
い
く
だ
ろ
う
。
実
際
に
「
東

洋
の
秋
」
が
発
表
さ
れ
た
大
正
九
年
四
月
に
芥
川
は
四
本
の
短
篇
小
説
と
二
本

の
エ
ッ
セ
イ
を
発
表
し
て
い
る
ほ
か
、
前
月
か
ら
『
大
阪
毎
日
新
聞
』
紙
上
で

長
篇
小
説
「
素
戔
嗚
尊
」（『
大
阪
毎
日
新
聞
』
一
九
二
〇
年
三
月
三
〇
日
〜
六
月
六
日
）
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整
理
す
る
と
「
東
洋
の
秋
」
の
成
立
に
つ
い
て
は
、
大
正
七
年
の
時
点
で
す

で
に
現
行
の
か
た
ち
に
で
き
あ
が
っ
て
い
た
場
合
と
、〈
売
文
生
活
〉
に
関
す

る
部
分
が
大
正
九
年
時
に
加
筆
さ
れ
た
場
合
と
が
考
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

前
者
で
あ
れ
ば
、〈
寸
刻
も
休
み
な
い
売
文
生
活
〉
を
経
験
し
な
い
芥
川
が
創

作
活
動
に〈
疲
労
と
倦
怠
〉を
覚
え
る〈
お
れ
〉を
描
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、

こ
の
作
品
は
一
種
の
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
後
者
で
あ

れ
ば
、当
初
は
〈
売
文
生
活
〉
と
は
無
関
係
に
〈
創
作
力
〉
に
〈
黄
昏
〉
を
感
じ
、

〈
疲
労
と
倦
怠
〉
を
覚
え
る
作
家
と
し
て
描
か
れ
て
い
た
〈
お
れ
〉
が
、
そ
の

後
の
〈
売
文
生
活
〉
に
関
す
る
部
分
の
加
筆
に
よ
っ
て
結
果
的
に
大
正
九
年
時

の
芥
川
の
現
実
を
反
映
し
た
作
品
か
の
よ
う
な
外
観
を
持
っ
て
し
ま
っ
た
と
い

う
こ
と
に
な
る
。
そ
う
考
え
る
と
、
後
者
の
場
合
も
そ
こ
に
描
か
れ
た
〈
疲
労

と
倦
怠
〉
の
根
源
的
な
原
因
は
、
芥
川
が
大
正
九
年
に
経
験
し
た
現
実
の
〈
売

文
生
活
〉
と
は
と
り
あ
え
ず
峻
別
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
り
、
先
の
関
口
の
評

に
み
ら
れ
た
よ
う
な
〈
売
文
生
活
〉
の
中
で
「
停
滞
」
す
る
芥
川
と
い
う
像
へ

の
安
易
な
接
続
に
は
慎
重
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
で
は
、「
東
洋
の
秋
」
に

描
か
れ
た
〈
疲
労
と
倦
怠
〉
を
覚
え
る
作
家
が
〈
創
作
力
〉
に
〈
黄
昏
〉
を
予

感
す
る
姿
は
、
一
体
何
に
由
来
す
る
の
だ
ろ
う
か
。

３
．
大
正
七
年
三
月
の
小
品
を
繋
ぐ
「
不
思
議
な
も
の
」

こ
れ
ま
で
に
「
東
洋
の
秋
」
に
つ
い
て
詳
細
に
論
じ
た
先
行
研
究
は
ほ
と
ん

ど
見
ら
れ
な
い
が
、
乾
英
治
郎
（
４
）

と
藤
井
貴
志

（
５
）

の
指
摘
は
共
に
こ
の
作
品
を
考
え

が
っ
て
い
た
原
稿
へ
、大
正
九
年
の
発
表
時
に
手
を
加
え
る
こ
と
で
現
行
の「
東

洋
の
秋
」
が
完
成
し
た
と
い
う
事
態
で
あ
る
。
こ
の
作
品
の
原
稿
が
現
存
し
な

い
以
上
そ
の
実
際
を
確
認
す
る
術
は
な
い
が
、
先
に
引
用
し
た
「
東
洋
の
秋
」

の
本
文
中
で
〈
寸
刻
も
休
み
な
い
売
文
生
活
！
〉
と
い
う
感
嘆
文
は
、
仮
に
そ

れ
が
無
く
と
も
前
後
の
文
脈
は
繋
が
る
よ
う
に
な
っ
て
お
り
、
後
か
ら
挿
入
さ

れ
た
可
能
性
は
十
分
に
あ
り
う
る
。
ま
た
、作
中
に
も
う
一
箇
所
〈
売
文
生
活
〉

と
い
う
言
葉
が
、
作
品
の
末
尾
付
近
で
〈
売
文
生
活
に
疲
れ
た
お
れ
を
よ
み
返

ら
せ
て
く
れ
る
秋
の
夢
は
。〉
と
い
う
倒
置
文
の
中
に
確
認
で
き
る
が
、
こ
の

文
も
前
後
の
文
脈
を
無
視
で
き
る
箇
所
で
あ
り
、
や
は
り
そ
の
段
落
の
最
後
に

後
か
ら
付
け
加
え
ら
れ
た
と
見
る
こ
と
も
で
き
る
。
ま
た
、そ
れ
と
は
反
対
に
、

先
の
引
用
部
の
直
後
に
く
る
段
落
の
冒
頭
に
は
〈
さ
う
云
ふ
内
に
こ
の
公
園
に

も
、次
第
に
黄
昏
が
近
づ
い
て
来
た
。〉
と
い
う
一
文
が
あ
り
、引
用
部
中
の
〈
黄

昏
〉
と
い
う
語
と
の
呼
応
関
係
が
見
て
取
れ
る
。
こ
こ
で
〈
黄
昏
〉
と
い
う
語

が
用
い
ら
れ
て
い
る
の
は
、
物
語
開
始
時
が
〈
ま
だ
夕
暮
が
来
な
い
内
〉
と
設

定
さ
れ
て
い
て
、
夕
暮
前
か
ら
〈
黄
昏
が
近
づ
い
て
来
た
〉
頃
へ
と
徐
々
に
移

り
変
わ
っ
て
い
く
情
景
描
写
に
、〈
お
れ
〉
が
自
分
の
〈
創
作
力
〉
に
感
じ
る
〈
黄

昏
〉
を
重
ね
る
と
い
う
表
現
に
因
ん
だ
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
入
念
に
組
織
さ

れ
た
表
現
で
あ
り
、
後
か
ら
の
手
入
れ
で
行
う
に
は
手
間
の
か
か
る
修
正
と
な

る
だ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、〈
お
れ
〉
が
〈
創
作
力
〉
に
〈
黄
昏
〉
を
感
じ
、〈
疲

労
と
倦
怠
〉
を
覚
え
る
と
い
う
内
容
そ
の
も
の
は
、
作
品
執
筆
の
最
初
期
か
ら

揺
る
が
し
が
た
く
存
在
し
て
い
た
と
考
え
た
ほ
う
が
自
然
で
あ
る
。
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鎖
を
双
方
に
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
〉
と
し
て
い
る
。
た
し
か
に
イ
メ
ー
ジ
だ

け
で
は
な
く
、
作
品
の
構
造
を
み
て
も
「
沼
」
が
〈
お
れ
は
沼
の
ほ
と
り
を
歩

い
て
ゐ
る
〉
と
い
う
一
文
で
始
ま
っ
て
い
る
こ
と
と
、「
東
洋
の
秋
」
が
〈
お

れ
は
日
比
谷
公
園
を
歩
い
て
ゐ
た
〉
と
い
う
一
文
で
始
ま
る
こ
と
な
ど
は
、
両

作
品
が
互
い
に
通
底
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
す
の
に
あ
ま
り
に
も
露
骨
な

相
似
形
を
成
し
て
い
る
。

こ
の
「
東
洋
の
秋
」
と
「
沼
」
と
い
う
大
正
七
年
三
月
に
脱
稿
さ
れ
た
二
作

の
関
係
に
、
さ
ら
に
「
尾
生
の
信
」（『
中
央
文
學
』
一
九
二
〇
年
一
月
）
と
い
う
小

品
を
加
え
る
と
、そ
の
時
期
の
芥
川
の
表
現
意
識
が
よ
り
明
瞭
に
み
え
て
く
る
。

「
尾
生
の
信
」
は
『
影
燈
籠
』『
或
日
の
大
石
内
蔵
之
助
』（
春
陽
堂
、
一
九
二
一
年

一
一
月
）『
沙
羅
の
花
』と
い
う
三
つ
の
短
篇
集
に
収
録
さ
れ
た
が
、『
沙
羅
の
花
』

に
再
々
録
さ
れ
た
際
、
本
文
末
尾
に
〈
―
―
大
正
七
年
三
月
―
―
〉
と
付
け
加

え
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
「
東
洋
の
秋
」「
沼
」
と
同
じ
経
緯
で
あ
り
、
こ
の

三
作
は
ほ
ぼ
同
時
期
に
執
筆
さ
れ
た
作
品
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

「
尾
生
の
信
」
は
、
中
国
の
古
典
を
題
材
と
し
た
芥
川
に
と
っ
て
は
自
家
薬

籠
中
の
物
と
も
い
う
べ
き
作
品
で
あ
り
、
橋
の
下
で
女
を
待
ち
続
け
溺
れ
死
ん

だ
尾
生
と
い
う
男
の
話
を
、
尾
生
の
魂
が
宿
っ
た
と
称
す
る
〈
私
〉
が
語
る
と

い
う
額
縁
小
説
の
形
式
を
採
っ
て
い
る
。
こ
の
「
尾
生
の
信
」
に
も
乾
が
指
摘

す
る
「
沼
」
と
「
東
洋
の
秋
」
の
〈
イ
メ
ー
ジ
の
連
鎖
〉
を
認
め
る
こ
と
が
で

き
る
ば
か
り
で
な
く
、
こ
の
三
作
は
表
現
の
う
え
で
も
互
い
に
呼
応
し
合
っ
て

い
る
。
た
と
え
ば
「
沼
」
に
〈
唯
、
ど
こ
か
で
蒼
鷺
の
啼
く
声
が
し
た
と
思
つ

る
上
で
の
貴
重
な
示
唆
に
富
ん
で
い
る
。
こ
の
二
人
の
論
者
が
「
東
洋
の
秋
」

に
目
を
向
け
る
の
は
、そ
れ
ぞ
れ
別
の
芥
川
作
品
と
の
関
係
に
お
い
て
で
あ
り
、

乾
は
「
寒
山
拾
得
」
と
い
う
未
定
稿
、
藤
井
は
「
蜜
柑
」
と
い
う
よ
く
知
ら
れ

た
小
品
と
の
関
係
か
ら
「
東
洋
の
秋
」
を
採
り
あ
げ
て
い
る
。
乾
は
「
東
洋
の

秋
」
を
〈「
寒
山
拾
得
」
の
改
鋳
作
〉
と
呼
び
、
ま
た
、
藤
井
は
〈「
東
洋
の
秋
」

は「
蜜
柑
」の
プ
ロ
ト
タ
イ
プ
で
あ
る
〉と
指
摘
し
て
お
り
、寓
話
的
な
趣
の「
寒

山
拾
得
」
と
リ
ア
リ
ズ
ム
小
説
風
の
「
蜜
柑
」
と
が
、
同
一
作
品
と
の
関
係
か

ら
語
ら
れ
る
こ
と
で
、芥
川
文
学
の
系
譜
上
に
「
寒
山
拾
得
」
―
「
東
洋
の
秋
」

―
「
蜜
柑
」
と
い
う
系
統
図
が
浮
か
ん
で
く
る
。
た
だ
し
、
そ
れ
ら
は
直
線
的

な
発
展
・
進
化
の
関
係
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
こ
こ
に
は
名
前
の
あ
が
っ
て
い

な
い
そ
の
他
多
く
の
作
品
と
の
結
び
付
き
が
複
雑
に
錯
綜
し
て
い
る
。

た
と
え
ば
、「
小
品
二
種
」
と
い
う
総
題
で
「
東
洋
の
秋
」
と
共
に
発
表
さ

れ
た
「
沼
」
な
ど
は
、
当
然
二
作
の
間
の
相
互
関
係
が
注
目
さ
れ
て
し
か
る
べ

き
作
品
で
あ
る
。
こ
の
「
沼
」
の
本
文
末
尾
に
も
「
東
洋
の
秋
」
と
同
じ
く
『
沙

羅
の
花
』
に
収
録
さ
れ
た
際
に
〈
―
―
大
正
七
年
三
月
―
―
〉
と
付
記
さ
れ
て

お
り
、
両
作
品
が
ほ
ぼ
同
時
期
に
執
筆
さ
れ
た
こ
と
が
窺
え
る
。「
沼
」
は
、

〈
不
思
議
な
世
界
に
憧
れ
〉
る
〈
お
れ
〉
が
〈
夢
現
の
や
う
に
〉〈
沼
の
ほ
と
り

を
歩
い
て
〉
お
り
、
つ
い
に
は
〈
沼
へ
身
を
投
げ
〉、
死
骸
と
な
っ
た
〈
お
れ
〉

の
口
に〈
白
い
睡
蓮
〉が
花
を
咲
か
せ
る
と
い
う
幻
想
的
な
小
品
で
あ
る
。「
沼
」

と
「
東
洋
の
秋
」
が
互
い
に
呼
応
す
る
作
品
で
あ
る
こ
と
は
、
乾
も
指
摘
す
る

と
こ
ろ
で
あ
り
、〈
水
・
植
物
・
匂
・
死
へ
の
憧
憬
、
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
の
連
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の
希
求
と
い
う
テ
ー
マ
が
見
出
さ
れ
る
。
こ
の
二
作
と
通
底
す
る「
東
洋
の
秋
」

に
は
、〈
お
れ
〉
が
何
か
「
不
思
議
な
も
の
」
を
求
め
て
い
る
と
い
う
よ
う
な

直
接
的
な
記
述
は
な
く
、〈
お
れ
〉
が
〈
日
比
谷
公
園
を
歩
い
て
ゐ
た
〉
理
由

も
作
中
で
は
語
ら
れ
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
作
品
の
中
で
〈
お
れ
〉
が
現
代
の

東
京
の
一
角
で
出
会
う
寒
山
拾
得
こ
そ
は
、
ま
さ
に
「
沼
」
や
「
尾
生
の
信
」

の
語
り
手
た
ち
が
求
め
て
止
ま
な
か
っ
た
「
不
思
議
な
も
の
」
に
相
違
な
い
だ

ろ
う
。「
東
洋
の
秋
」
の
〈
お
れ
〉
は
、寒
山
拾
得
と
思
し
き
二
人
組
に
出
会
っ

た
際
、
二
人
の
様
子
を
細
か
に
観
察
し
な
が
ら
描
写
し
、
そ
の
直
後
に
〈
の
み

な
ら
ず
更
に
不
思
議
な
事
に
は
、
お
れ
が
立
つ
て
見
て
ゐ
る
間
に
、
何
処
か
ら

か
飛
ん
で
来
た
鴉
が
二
三
羽
、
さ
つ
と
大
き
な
輪
を
描
く
と
、
黙
然
と
箒
を
使

つ
て
ゐ
る
二
人
の
肩
や
頭
の
上
へ
、
先
を
争
つ
て
舞
ひ
下
つ
た
。〉
と
付
け
加

え
て
い
る
。
二
人
に
向
か
っ
て
鴉
が
〈
飛
ん
で
来
た
〉
こ
と
を
〈
更
に
不
思
議

な
事
〉
と
表
現
す
る
と
い
う
こ
と
は
、〈
お
れ
〉
は
こ
の
二
人
と
の
出
会
い
自

体
を
す
で
に〈
不
思
議
な
事
〉と
認
識
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。つ
ま
り
、

「
東
洋
の
秋
」に
お
け
る
寒
山
拾
得
は
、そ
れ
が
〈
懐
か
し
い
古
東
洋
の
秋
の
夢
〉

で
あ
る
と
い
う
以
前
に
〈
お
れ
〉
が
遭
遇
し
た
〈
不
思
議
な
事
〉
と
し
て
現
象

し
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
大
正
七
年
三
月
に
制
作
さ
れ
た
と
さ
れ
る
三
つ
の
小
品
が
い
ず

れ
も
「
不
思
議
な
も
の
」
と
の
関
わ
り
を
描
い
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の

時
期
の
芥
川
を
考
え
る
う
え
で
看
過
で
き
な
い
論
点
だ
と
い
え
る
。
大
正
七
年

十
一
月
二
十
日
付
西
村
貞
吉
宛
書
簡
に
は
〈
何
か
面
白
い
話
が
あ
つ
た
ら
手
紙

た
ら
〉
と
い
う
言
辞
が
あ
る
が
、「
尾
生
の
信
」
に
は
〈
そ
れ
か
ら
何
処
か
で

け
た
ゝ
ま
し
く
、
蒼
鷺
の
啼
く
声
が
し
た
〉
と
い
う
文
が
あ
る
。
ま
た
、「
東

洋
の
秋
」
の
〈
気
軽
く
口
笛
を
吹
き
鳴
ら
し
て
、
篠
懸
の
葉
ば
か
り
き
ら
び
や

か
な
日
比
谷
公
園
の
門
を
で
た
〉
と
「
尾
生
の
信
」
の
〈
尾
生
は
そ
つ
と
口
笛

を
鳴
し
な
が
ら
、
気
軽
く
橋
の
下
の
州
を
見
渡
し
た
〉、「
東
洋
の
秋
」
の
〈
永

劫
の
流
転
を
閲
し
な
が
ら
も
、
今
日
猶
こ
の
公
園
の
篠
懸
の
落
葉
を
掻
い
て
ゐ

る
〉
と
「
尾
生
の
信
」
の
〈
そ
れ
か
ら
幾
千
年
か
を
隔
て
た
後
、
こ
の
魂
は
無

数
の
流
転
を
閲
し
て
、
又
生
を
人
間
に
托
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
つ
た
〉
な

ど
、
表
現
の
流
用
と
も
と
れ
る
よ
う
な
相
似
た
文
言
が
確
認
で
き
る
。
こ
う
し

た
言
辞
レ
ベ
ル
で
の
相
関
以
外
に
も
、「
沼
」
で
〈
昼
か
、
夜
か
、
そ
れ
も
お

れ
に
は
わ
か
ら
な
い
。〉
と
い
う
一
文
が
作
中
に
四
回
く
り
返
さ
れ
て
い
る
こ

と
と
、「
尾
生
の
信
」
で
〈
が
、
女
は
未
だ
来
な
い
。〉
と
い
う
文
が
七
回
反
復

さ
れ
て
い
る
こ
と
な
ど
も
、
二
作
の
共
通
点
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
は

三
作
の
制
作
時
期
が
非
常
に
近
接
し
て
い
る
こ
と
か
ら
く
る
共
通
性
と
も
い
え

る
だ
ろ
う
が
、
さ
ら
に
こ
の
こ
と
か
ら
み
え
て
く
る
の
は
三
作
の
間
に
あ
る

テ
ー
マ
的
な
部
分
で
の
補
完
関
係
で
あ
る
。

「
沼
」と「
尾
生
の
信
」の
間
に
は
、〈
不
思
議
な
世
界
〉を
探
し
求
め
て〈
昼
か
、

夜
か
〉
も
〈
わ
か
ら
な
い
〉
ま
ま
夢
遊
病
者
さ
な
が
ら
に
歩
き
回
る
「
沼
」
の

語
り
手
・
〈
お
れ
〉
と
、〈
昼
も
夜
も
漫
然
と
夢
み
が
ち
な
生
活
を
送
り
な
が

ら
、
唯
、
何
か
来
る
べ
き
不
可
思
議
な
も
の
ば
か
り
を
待
つ
て
ゐ
る
〉
と
い
う

「
尾
生
の
信
」
の
語
り
手
で
あ
る
〈
私
〉
に
共
通
す
る
、「
不
思
議
な
も
の
」
へ
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な
い
売
文
生
活
〉
を
経
験
し
な
い
大
正
七
年
時
の
芥
川
に
も
十
分
書
き
う
る
も

の
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
そ
こ
で
疑
問
と
な
る
の
は
、
好
調
と
思
わ
れ
た
そ
の

時
期
の
芥
川
が
な
ぜ
「
書
け
な
く
な
る
か
も
知
れ
な
い
」
と
い
う
よ
う
な
不
安

を
作
品
化
し
た
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
、
そ
れ
は
作
家
還
元
主

義
的
に
芥
川
の
伝
記
を
探
っ
た
と
こ
ろ
で
有
効
な
答
え
に
辿
り
着
け
る
類
の
問

い
で
は
な
い
。
そ
こ
で
次
項
で
は
そ
う
し
た
表
現
の
背
後
に
在
る
大
正
前
期
の

言
説
状
況
に
目
を
向
け
、
作
家
の
〈
疲
労
と
倦
怠
〉
と
い
う
表
象
が
ど
の
よ
う

に
導
か
れ
る
の
か
を
考
察
す
る
こ
と
と
す
る
。

４
．「
書
け
な
い
」
作
家
た
ち
の
小
説

芥
川
が
「
戯
作
三
昧
」
の
連
載
を
開
始
す
る
約
半
年
ほ
ど
前
の
大
正
六
年
二

月
二
十
六
日
付
の
『
時
事
新
報
』
に
次
の
よ
う
な
文
芸
時
評
が
掲
載
さ
れ
て

い
る
。原

稿
が
旨
く
出
来
な
く
て
困
る
と
い
ふ
様
な
事
は
、
ま
れ
に
は
里
見
弴
氏

の
「
或
日マ
マ

生
活
の
一
片
」
の
や
う
に
烈
し
く
人
生
の
中
核
ま
で
食
ひ
込
ん

で
行
く
場
合
も
あ
り
ま
す
が
、
大
抵
は
作
者
一
己
の
小
さ
な
問
題
で
、
他

の
人
と
は
何
の
交
渉
も
な
い
も
の
で
す
。
そ
れ
を
ま
る
で
人
生
の
一
大
事

の
や
う
に
騒
ぎ
立
て
る
人
達
が
此
の
頃
だ
い
ぶ
あ
る
や
う
だ
が
、
そ
し
て

こ
の
作
も
ま
た
其
の
一
つ
で
あ
る
が
、
世
間
の
読
者
は
、
少
く
と
も
私
達

は
、
さ
う
い
ふ
愚
痴
を
聞
か
う
と
思
つ
て
創
作
の
発
表
を
待
つ
て
ゐ
る
の

の
中
へ
書
い
て
く
れ
給
へ
こ
の
頃
材
料
払
底
で
皆
弱
つ
て
ゐ
る
〉
と
い
う
、
知

人
に
作
品
の
材
料
提
供
を
求
め
る
芥
川
の
様
子
が
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
小

説
の
〈
材
料
〉
と
し
て
芥
川
が
求
め
る
〈
何
か
面
白
い
話
〉
を
「
不
思
議
な
も
の
」

と
考
え
れ
ば
、〈
―
―
大
正
七
年
三
月
―
―
〉
の
追
記
を
持
つ
三
作
は
い
ず
れ

も
創
作
に
関
す
る
作
家
の
心
情
を
比
喩
的
に
表
現
し
た
も
の
と
捉
え
ら
れ
る
。

「
尾
生
の
信
」
に
お
い
て
、〈
私
〉
が
〈
昼
も
夜
も
漫
然
と
夢
み
が
ち
な
生
活
を

送
り
な
が
ら
、
唯
、
何
か
来
る
べ
き
不
可
思
議
な
も
の
ば
か
り
を
待
つ
て
ゐ
〉

て
、〈
何
一
つ
意
味
の
あ
る
仕
事
が
出
来
な
い
〉
と
い
う
の
は
、作
品
の
〈
材
料
〉

と
な
る
〈
何
か
面
白
い
話
〉
が
見
つ
か
ら
ず
、
満
足
の
い
く
作
品
を
書
く
こ
と

が
で
き
な
い
作
家
の
苦
吟
と
読
む
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
し
、「
沼
」
も
小
説

を
書
く
た
め
に
昼
も
夜
も
な
く
〈
不
思
議
な
世
界
〉
を
探
し
求
め
る
作
家
の
隠

喩
と
も
と
れ
る
。
そ
う
し
た
解
釈
で
「
東
洋
の
秋
」
を
捉
え
直
せ
ば
、
こ
の
小

説
は
自
身
の
創
作
力
が
枯
渇
す
る
こ
と
に
焦
慮
を
覚
え
て
い
た
作
家
が
「
不
思

議
な
も
の
」
に
出
会
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
創
作
の
〈
材
料
〉
を
得
、
再
び
創
作

に
向
か
う
気
持
ち
を
新
た
に
す
る
こ
と
で
〈
云
ひ
や
う
の
な
い
疲
労
と
倦
怠
〉

を
癒
さ
れ
る
物
語
と
読
む
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
は
魅
力
的
な
〈
材

料
〉
を
扱
う
こ
と
が
創
作
の
要
諦
と
考
え
て
い
た
大
正
七
年
時
の
芥
川
に
と
っ

て
、
い
ず
れ
訪
れ
る
か
も
し
れ
な
い
ア
イ
デ
ア
の
枯
渇
と
い
う
憂
慮
す
べ
き
将

来
へ
の
不
安
を
綴
っ
た
独
白
と
も
と
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
「
東
洋
の
秋
」
に
描
か
れ
た
〈
創
作
力
〉
に
〈
黄
昏
〉
を
感
じ
、

〈
云
ひ
や
う
の
な
い
疲
労
と
倦
怠
〉
を
覚
え
る
と
い
う
内
容
は
、〈
寸
刻
も
休
み
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こ
れ
を
み
れ
ば
明
ら
か
な
よ
う
に
、
こ
の
小
説
で
は
、
作
家
が
作
品
を
制
作

す
る
こ
と
が
、
女
性
が
子
供
を
生
む
こ
と
に
準
え
ら
れ
て
い
る
。
小
説
の
冒
頭

で
示
さ
れ
る
〈
書
け
な
い
書
け
な
い
で
苦
し
む
で
ゐ
た
〉
と
い
う
作
家
の
状
況

は
、
妻
の
〈
難
産
〉
と
並
べ
ら
れ
る
こ
と
で
、
あ
た
か
も
作
品
が
で
き
あ
が
る

ま
で
の
「
苦
し
み
」
そ
の
も
の
に
価
値
が
あ
る
か
の
よ
う
な
描
か
れ
方
を
し
て

い
る
。

こ
う
し
た
創
作
に
苦
心
す
る
作
家
の
姿
に
つ
い
て
作
家
自
身
が
自
己
言
及
す

る
こ
と
は
、こ
こ
で
名
指
し
さ
れ
た
里
見
の
み
に
限
定
さ
れ
る
問
題
で
は
な
い
。

里
見
の
小
説
が
発
表
さ
れ
た
二
カ
月
後
、
加
能
作
次
郎
は
『
文
章
世
界
』
大
正

六
年
四
月
号
に
「
創
作
難
」
と
い
う
タ
イ
ト
ル
の
文
章
を
寄
せ
て
い
る
。
こ
れ

は
冒
頭
〈
言
ふ
ま
で
も
な
く
創
作
は
実
際
苦
し
い
仕
事
で
あ
る
〉
と
い
う
創
作

の
苦
し
み
を
訴
え
る
一
文
か
ら
始
ま
り
、「
書
け
な
い
」
と
い
う
こ
と
が
〈
凡

そ
創
作
家
に
と
つ
て
、
何
等
か
の
事
情
か
ら
創
作
慾
が
稀
薄
に
な
つ
た
り
、
創

作
力
が
減
退
し
た
り
し
て
、
創
作
が
出
来
な
く
な
る
ほ
ど
辛
ら
い
悲
し
い
こ
と

は
又
と
あ
る
ま
い
〉
と
、
自
身
の
〈
苦
し
い
経
験
〉
と
と
も
に
創
作
の
苦
し
み

が
語
ら
れ
る
。こ
の
文
章
で
特
徴
的
な
の
は
、全
体
の
紙
数
の
半
分
以
上
が
ギ
ッ

シ
ン
グ
の"N

ew
 G

ru
b S

treet "

（
※
　
現
在
は
「
三
文
文
士
」
の
邦
題
で
知
ら
れ
て

お
り
、
以
降
こ
の
名
称
で
統
一
す
る
）
の
抄
訳
に
費
や
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

加
納
は
、
そ
の
長
い
引
用
に
入
る
直
前
に
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
人
を
見
く
び
る
の
も
大
抵
に
し
ろ
と
言
ひ
た
く
な
り

ま
す
。

（
無
名
氏
「
推
移
の
跡
（
七
）」）

こ
れ
は
里
見
弴
の
小
説
「
或
る
生
活
の
一
片
」（『
中
央
公
論
』一
九
一
七
年
二
月
）

に
関
し
て
書
か
れ
た
月
評
の
一
部
だ
が
、
興
味
を
惹
く
の
は
こ
の
匿
名
の
評
者

が
、
里
見
の
こ
の
小
説
を
〈
ま
れ
〉
な
例
と
し
つ
つ
も
、〈
原
稿
が
旨
く
出
来

な
く
て
困
る
と
い
ふ
様
な
事
〉
を
〈
作
者
一
己
の
小
さ
な
問
題
〉
と
断
じ
、
そ

の
よ
う
な
問
題
を
〈
ま
る
で
人
生
の
一
大
事
の
や
う
に
騒
ぎ
立
て
る
人
達
が
此

の
頃
だ
い
ぶ
あ
る
〉と
い
う
風
潮
を
か
な
り
厳
し
く
難
じ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

「
或
る
生
活
の
一
片
」
は
、
里
見
本
人
と
思
し
き
主
人
公
が
依
頼
さ
れ
た
小
説

を
書
け
ず
に
苦
し
ん
で
い
る
様
子
か
ら
語
ら
れ
始
め
、
そ
の
一
方
で
長
男
の
出

生
と
い
う
物
語
が
進
展
し
て
い
く
。
そ
し
て
、
小
説
の
終
末
部
分
で
は
そ
の
二

つ
が
次
の
よ
う
に
対
置
さ
れ
る
。

妻
は
、
永
い
間
辛
抱
よ
く
養
生
を
し
て
、
健
康
な
嬰
児
を
生
む
だ
。

良
人
は
だ
ら
し
の
な
い
生
活
の
あ
と
で
、難
産
を
し
た
。
ま
だ
そ
れ
が
、

一
人
前
の
子
で
あ
る
か
ど
う
か
も
解
ら
な
い
。

健
康
な
、
よ
い
Ａ
を
生
む
た
め
に
は
、
―
―
常
に
健
全
で
あ
ら
ね
ば
な

ら
な
い
。
そ
れ
は
、
女
が
子
を
生
む
時
に
も
、
男
が
仕
事
を
生
む
時
に
も
、

全
く
同
様
に
必
要
な
条
件
だ
。
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の
加
能
の
文
章
に
現
れ
て
い
る
の
は
、〈
創
作
力
の
失
く
な
つ
た
〉作
家
の
姿
が
、

読
者
を
惹
き
つ
け
る
と
い
う
、
ま
さ
に
文
学
場
と
い
う
特
異
な
場
を
象
徴
す
る

よ
う
な
現
象
で
あ
る
。
加
能
自
身
、〈
文
壇
の
劣
敗
者
〉と
称
し
て
い
る
よ
う
に
、

困
窮
の
中
に
死
ん
で
い
く
生
活
人
と
し
て
の
リ
ア
ド
ン
は
哀
れ
む
べ
き
存
在
と

い
え
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
商
業
的
な
作
品
の
制
作
を
放
棄
し
、
あ
く
ま
で
文

学
に
理
想
を
求
め
な
が
ら
死
ん
で
い
く
作
家
の
姿
が
共
感
的
に
語
ら
れ
る
こ
の

言
説
空
間
で
は
、「
書
け
な
い
」
と
い
う
「
挫
折
」
経
験
が
む
し
ろ
作
家
の
価

値
を
示
す
象
徴
の
よ
う
に
認
識
さ
れ
て
い
る
。

そ
う
し
た
文
学
場
の
あ
る
種
の
屈
折
と
も
い
う
べ
き
価
値
認
識
を
典
型
的

に
描
い
た
作
品
と
し
て
、
長
與
善
郎
「
創
作
に
失
敗
し
た
る
夫
」（『
白
樺
』

一
九
一
五
年
一
月
）
が
あ
る
。
す
で
に
タ
イ
ト
ル
に
そ
の
全
て
が
表
れ
て
い
る
と

も
い
え
る
が
、
創
作
家
の
夫
と
、〈
貴
方
が
創
作
家
で
な
か
つ
た
ら
誰
が
創
作

家
だ
と
云
い
得
る
で
し
や
う
〉〈
少
く
も
貴
方
は
偉
い
芸
術
家
以
外
の
者
に
な

る
人
で
は
あ
り
ま
せ
ん
〉
な
ど
と
始
終
夫
を
褒
め
そ
や
す
妻
と
の
対
話
劇
か
ら

な
る
こ
の
作
品
は
、
当
初
は
自
作
に
自
信
を
持
っ
て
小
説
を
書
き
進
め
て
い
た

夫
が
、
話
の
展
開
と
と
も
に
そ
の
自
信
を
徐
々
に
失
っ
て
い
き
、
結
局
小
説
を

書
き
損
う
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
夫
の
信
奉
者
で
あ
る
妻
は
、〈
俺
が
書
け
ば

今
の
日
本
の
多
く
の
作
家
の
小
説
の
や
う
に
馬
鹿
巫
山
戯
を
し
た
、
だ
ら
け
た

も
の
に
は
な
ら
な
い
こ
と
は
当
然
だ
〉
と
壮
語
す
る
夫
に
対
し
、〈
そ
う
仰
有

ら
ず
に
少
し
辛
抱
し
て
先
き
を
お
続
け
に
な
つ
て
は
ど
う
？
〉
と
執
筆
の
続
行

を
勧
め
る
が
、
夫
は
〈
カ
ナ
リ
発
達
し
た
良
心
を
持
つ
て
ゐ
て
も
欲
望
の
小
さ

自
分
は
創
作
の
出
来
な
い
苦
し
い
経
験
を
味
ふ
時
、
い
つ
も
ギ
ツ
シ
ン

グ
の
『
新ニ
ュ
ー
グ
ラ
ブ
ス
ト
リ
イ
ト

貧
乏
文
士
街
』
の
中
心
人
物
の
一
人
た
る
リ
ア
ド
ン
と
い
ふ
小

説
家
の
こ
と
を
想
ひ
起
す
。
そ
し
て
す
つ
か
り
創
作
力
の
失
く
な
つ
た
彼

の
創
作
上
の
痛
ま
し
い
苦
悶
を
描
い
た
一
章
を
繰
返
し
読
ん
で
、
そ
こ
に

果
敢
な
い
自
己
憐
憫
の
感
傷
的
な
満
足
を
買
ふ
を
常
と
す
る
。

「
三
文
文
士
」
は
ギ
ッ
シ
ン
グ
の
声
明
を
高
め
た
長
篇
小
説
だ
が
、
こ
の
作

品
の
全
編
が
初
め
て
邦
訳
さ
れ
た
の
は
大
正
十
五
年
（
一
九
二
六
年
）
に
健
文

社
よ
り
「
英
文
学
名
著
選
」
の
第
六
巻
と
し
て
刊
行
さ
れ
た
幡
谷
正
雄
・
訳
の

『
貧
乏
紳
士
』
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
を
考
え
れ
ば
加
能
の
こ
の
文
章
は
抄
訳
と

は
い
え
、
か
な
り
早
い
時
期
で
の
日
本
に
お
け
る
「
三
文
文
士
」
の
紹
介
文
だ

と
い
え
る
。
そ
の
中
に
は
、
商
業
的
に
文
学
を
行
う
こ
と
に
抵
抗
を
覚
え
る
あ

ま
り
、
小
説
を
書
く
こ
と
が
で
き
ず
困
窮
す
る
作
家
・
リ
ア
ド
ン
が
登
場
す
る
。

そ
の
リ
ア
ド
ン
の
姿
に
〈
果
敢
な
い
自
己
憐
憫
の
感
傷
的
な
満
足
を
買
ふ
〉
と

い
う
、
加
能
の
リ
ア
ド
ン
へ
の
共
感
は
こ
の
文
章
の
末
尾
に
も
窺
え
、〈
自
分

は
こ
の
リ
ア
ド
ン
の
境
遇
や
心
持
や
に
深
い
同
情
同
感
の
念
を
禁
ず
る
こ
と
が

出
来
な
い
と
共
に
、
何
と
な
く
そ
れ
が
現
在
乃
至
今
後
の
自
分
自
身
を
語
つ
て

居
る
や
う
な
気
が
す
る
の
で
あ
る
〉
と
締
め
く
く
ら
れ
て
い
る
。

Ｐ
・
ブ
ル
デ
ュ
ー
は
『
芸
術
の
規
則
』
（
６
）（

一
九
九
二
年
）
に
お
い
て
、
文
学
そ

れ
自
体
に
絶
対
的
な
価
値
を
見
い
だ
す
よ
う
な
言
説
が
生
産
さ
れ
る
社
会
的
空

間
を
文
学
場
（
芸
術
場
）
と
名
付
け
、
そ
れ
を
分
析
対
象
と
し
て
い
る
が
、
右
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人
は
百
枚
以
上
書
い
て
ゐ
ま
す
。

加
能
は
「
三
文
文
士
」
の
リ
ア
ド
ン
が
商
業
主
義
に
抗
す
る
あ
ま
り
小
説
を

「
書
け
な
い
」
こ
と
に
共
感
を
寄
せ
、
自
ら
も
「
書
け
な
い
」
作
家
で
あ
る
こ

と
を
告
白
す
る
こ
と
で
作
家
と
し
て
の
純
粋
さ
を
示
そ
う
と
し
た
が
、
こ
こ
で

は
「
書
け
な
い
」
こ
と
自
体
が
〈
商
品
〉
へ
と
反
転
し
て
し
ま
っ
て
い
る
。
そ

も
そ
も
里
見
や
加
能
に
し
て
も
、「
書
け
な
い
」
と
い
い
な
が
ら
実
際
に
は
そ

の
こ
と
を
「
書
い
て
い
る
」
と
い
う
矛
盾
が
そ
こ
に
は
あ
り
、
ど
れ
だ
け
文
学

の
商
業
化
に
対
す
る
批
判
意
識
を
持
っ
て
い
よ
う
と
商
業
誌
に
作
品
を
発
表
し

て
し
ま
っ
た
時
点
で
出
版
資
本
主
義
に
与
し
て
し
ま
っ
て
い
る
こ
と
に
変
わ
り

な
い
。
そ
の
意
味
で
は
た
し
か
に
〈
書
け
な
い
と
い
ふ
人
〉
も
〈
書
い
て
ゐ
〉

る
こ
と
に
な
る
。
生
方
が
あ
ぶ
り
出
し
て
み
せ
た
の
は
、「
書
け
な
い
」
こ
と

に
作
家
が
自
己
言
及
す
る
身
振
り
が
、
作
家
の
人
格
や
文
学
観
か
ら
切
り
離
さ

れ
、〈
商
品
〉
と
し
て
扱
わ
れ
て
し
ま
う
批
評
状
況
で
あ
り
、「
書
け
な
い
」
作

家
と
い
う
表
象
が
誰
に
で
も
利
用
可
能
な
意
匠
と
な
っ
て
い
た
大
正
六
年
頃
の

言
説
空
間
の
様
相
で
あ
る
。
明
治
四
十
年
代
の
正
宗
白
鳥
が
す
で
に
「
書
け
な

い
」
作
家
と
し
て
の
自
己
を
語
っ
て
い
た
と
い
う
吉
田
竜
也
（
７
）
の
指
摘
も
あ
る
よ

う
に
、
大
正
前
期
に
お
い
て
「
書
け
な
い
」
作
家
と
い
う
表
象
は
か
な
り
一
般

的
な
も
の
と
な
っ
て
お
り
、
こ
の
時
期
に
は
そ
れ
を
相
対
化
し
よ
う
と
す
る
よ

う
な
認
識
さ
え
す
で
に
生
ま
れ
て
い
た
。
芥
川
の
「
東
洋
の
秋
」
が
書
か
れ
た

の
が
、
こ
う
し
た
言
説
環
境
の
中
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
の
意
味
は
作
品
を
考

い
奴
等
な
ら
今
迄
の
処
で
も
喜
ん
で
出
す
だ
ら
う
。
さ
う
し
て
平
気
で
先
を
書

く
だ
ら
う
。
し
か
し
俺
の
欲
望
は
そ
れ
を
許
さ
な
い
〉
と
答
え
、
小
説
の
続
き

を
書
く
こ
と
を
拒
否
す
る
。
こ
の
作
品
で
は
作
家
を
、
小
説
を
「
書
か
な
い
」

夫
と
小
説
を
「
書
く
」〈
奴
等
〉
に
峻
別
し
、
夫
の
方
を
妻
を
通
し
て
〈
偉
い

芸
術
家
〉
と
す
る
構
図
が
あ
る
。〈
俺
は
何
遍
も
し
く
じ
つ
た
。
今
度
も
度
々

し
く
じ
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
そ
の
結
果
俺
は
猶
よ
く
な
つ
て
や
る
。
あ
ら
ゆ
る

失
敗
を
最
後
の
成
功
の
基
に
し
て
や
る
。〉
と
宣
言
し
、
小
説
が
「
書
け
な
い
」

こ
と
を
未
来
の〈
成
功
の
基
〉と
捉
え
よ
う
と
す
る
夫
の
言
葉
に
は
、小
説
が「
書

け
な
い
」
こ
と
＝
「
挫
折
」
す
る
こ
と
を
む
し
ろ
作
家
の
「
芸
術
」
的
資
質
と

み
る
価
値
観
が
認
め
ら
れ
る
。

こ
う
し
た
文
学
場
の
状
況
を
揶
揄
す
る
よ
う
に
、
大
正
六
年
四
月
十
五
日
の

『
讀
賣
新
聞
』
に
掲
載
さ
れ
た
生
方
敏
郎
「
廊
然
無
聖
」
は
悪
生
徒
と
愚
教
師

の
対
話
と
い
う
形
式
で
、
こ
の
風
潮
を
あ
げ
つ
ら
っ
て
い
る
。
悪
生
徒
と
愚
教

師
の
二
人
は
、〈
真
面
目
文
学
者
の
常
套
語
〉
と
し
て
〈
真
剣
〉
が
あ
り
、〈
あ

い
つ
等
の
真
剣
は
商
売
〉
だ
と
断
じ
た
う
え
で
次
の
よ
う
に
続
け
る
。

愚
教
師
　
最
う
一
つ
努
力
と
い
ふ
商
品
の
有
る
事
を
忘
れ
な
い
で
く
れ
。

此
頃
は
何
う
も
書
け
な
い
。
一
日
し
て
も
二
日
し
て
も
、
や
つ
と
一
二

枚
し
か
書
け
な
い
。
あ
の
作
に
は
実
に
努
力
し
た
よ
と
言
は
な
く
つ
て

は
、
好
漢
憾
む
ら
く
は
無
法
を
知
ら
ず
だ
。

悪
生
徒
　
月
末
に
計
算
し
て
み
る
と
、
一
日
一
枚
し
か
書
け
な
い
と
い
ふ
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形
の
共
通
に
よ
っ
て
「
私
の
出
遇
つ
た
事
」（「
蜜
柑
」「
沼
地
」）
に
収
斂
す
る

仕
掛
け
〉
を
指
摘
し
、〈「
私
の
出
遇
つ
た
事
」
の
「
私
」
と
芥
川
を
重
ね
て
読

む
人
々
は
、
こ
の
仕
掛
け
に
よ
っ
て
さ
ら
に
、
以
上
の
各
テ
ク
ス
ト
の
主
人
公

と
芥
川
を
ダ
ブ
ル
イ
メ
ー
ジ
で
捉
え
、
芸
術
至
上
主
義
者
「
芥
川
」
の
像
を
立

ち
上
げ
る
だ
ろ
う
〉
と
述
べ
て
い
る
が
、「
東
洋
の
秋
」
に
読
み
取
れ
る
創
作

力
の
衰
え
を
予
感
す
る
作
家
の
姿
も
、こ
の
文
脈
の
中
に
置
か
れ
れ
ば
「
芸
術
」

と
「
挫
折
」
か
ら
語
ら
れ
る
芥
川
論
に
回
収
さ
れ
ざ
る
を
え
な
い
。
た
だ
し
、

ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
を
介
し
た
戦
略
を
想
定
す
る
な
ら
ば
、
作
品
の
発
表
さ
れ
た

年
月
日
の
前
後
関
係
に
は
敏
感
で
あ
る
べ
き
で
あ
り
、
特
に
「
芸
術
そ
の
他
」

（『
新
潮
』
一
九
一
九
年
一
一
月
）
の
後
に
「
東
洋
の
秋
」
が
発
表
さ
れ
て
い
る
と
い

う
こ
と
に
は
注
意
が
必
要
で
あ
る
。

「
芸
術
そ
の
他
」
は
芥
川
が
〈
芸
術
家
と
し
て
の
ポ
ー
ズ
を
示
し
た
〉
（
９
）

も
の

と
も
い
わ
れ
る
が
、
そ
こ
で
は
芥
川
の
芸
術
観
が
語
ら
れ
る
と
同
時
に
、
芥
川

自
身
に
よ
る
自
ら
の
「
停
滞
」
が
読
者
に
向
け
て
語
ら
れ
た
も
の
と
し
て
注
目

さ
れ
る
。
そ
こ
で
は
自
身
の
「
停
滞
」に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
語
ら
れ
て
い
る
。

就
中
恐
る
可
き
も
の
は
停
滞
だ
。
い
や
、
芸
術
の
境
に
停
滞
と
云
ふ
事
は

な
い
。
進
歩
し
な
け
れ
ば
必
退
歩
す
る
の
だ
。
芸
術
家
が
退
歩
す
る
時
、

常
に
一
種
の
自
動
作
用
が
始
ま
る
。
と
云
ふ
意
味
は
、
同
じ
や
う
な
作
品

ば
か
り
書
く
事
だ
。
自
動
作
用
が
始
ま
つ
た
ら
、
そ
れ
は
芸
術
家
と
し
て

の
死
に
瀕
し
た
も
の
と
思
は
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
僕
自
身
「
龍
」
を
書
い

え
る
う
え
で
改
め
て
十
分
に
加
味
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

こ
の
こ
と
を
ふ
ま
え
る
と
〈
寸
刻
も
休
み
な
い
売
文
生
活
〉
と
い
え
る
よ
う

な
経
験
を
し
て
い
な
い
芥
川
が
、
商
業
主
義
に
規
定
さ
れ
た
〈
売
文
生
活
〉
に

〈
疲
労
と
倦
怠
〉
を
覚
え
、創
作
力
の
衰
え
を
感
じ
る
作
家
を
描
く
こ
と
は
、「
東

洋
の
秋
」
が
脱
稿
さ
れ
た
と
す
る
〈
―
―
大
正
七
年
三
月
―
―
〉
頃
の
文
学
場

に
充
ち
た
想
像
力
と
照
ら
し
合
わ
せ
れ
ば
格
別
特
異
な
こ
と
で
は
な
か
っ
た
と

い
え
る
。
商
業
主
義
的
な
文
学
を
批
判
す
る
こ
と
が
作
家
の
芸
術
家
と
し
て
の

振
る
舞
い
で
あ
っ
た
以
上
、
出
版
資
本
主
義
下
に
お
け
る
〈
売
文
生
活
〉
を
作

家
を
〈
疲
労
と
倦
怠
〉
に
追
い
や
る
否
定
的
な
も
の
と
し
て
捉
え
る
こ
と
は
、

実
際
に
〈
寸
刻
も
休
み
な
い
売
文
生
活
〉
を
経
験
し
て
い
る
か
否
か
に
拘
わ
ら

ず
作
家
た
ち
に
共
有
さ
れ
た
認
識
だ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
ん
な
中
で
芥
川
が

〈
お
れ
〉
を
「
書
け
な
い
」
作
家
で
は
な
く
、〈
創
作
力
〉
に
〈
黄
昏
〉
を
感
じ

る
と
い
う
姿
に
描
い
た
の
も
、
実
際
に
は
自
分
が
ま
だ
〈
寸
刻
も
休
み
な
い
売

文
生
活
〉
を
経
験
し
な
い
か
ら
こ
そ
、
す
で
に
「
書
け
な
く
な
っ
た
」
姿
で
は

な
く
、
今
後
、
専
業
作
家
と
な
っ
た
と
き
に
は
「
書
け
な
く
な
る
か
も
し
れ
な

い
」
と
い
う
将
来
的
な
不
安
が
表
象
と
し
て
描
か
れ
た
こ
と
の
結
果
だ
と
考
え

ら
れ
る
。５

．「
停
滞
期
」
と
は
何
だ
っ
た
の
か
？

篠
崎
美
生
子

（
８
）
は
、「
奉
教
人
の
死
」（『
三
田
文
學
』一
九
一
八
年
九
月
）や「
地
獄
變
」

と
い
っ
た
大
正
九
年
以
前
に
発
表
さ
れ
た
作
品
を
挙
げ
、〈
キ
ー
ワ
ー
ド
や
話
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こ
の
よ
う
に
み
て
く
る
と
、「
東
洋
の
秋
」
に
描
か
れ
た
〈
売
文
生
活
〉
に

追
わ
れ
る
〈
お
れ
〉
を
「
停
滞
期
」
の
芥
川
に
重
ね
る
解
釈
の
仕
方
は
、
芥
川

自
身
が
そ
の
よ
う
に
受
容
さ
れ
る
こ
と
を
望
ん
だ
読
ま
れ
方
を
忠
実
に
な
ぞ
っ

た
も
の
だ
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
。
な
ら
ば
、
こ
の
「
停
滞
期
」
に
つ
い
て
も

文
字
通
り
の
も
の
と
し
て
受
け
取
る
に
は
些
か
の
留
意
が
必
要
と
い
え
る
だ
ろ

う
。
大
正
八
年
の
終
わ
り
に
自
身
の
「
停
滞
」
を
自
ら
語
っ
た
芥
川
は
、
締
め

切
り
に
追
わ
れ
る
小
説
家
の
〈
お
れ
〉
を
語
り
手
と
し
た
一
種
の
メ
タ
フ
ィ
ク

シ
ョ
ン
的
な
構
造
を
備
え
た
「
葱
」
と
い
う
小
説
を
『
新
小
説
』
の
大
正
九
年

一
月
号
に
発
表
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
作
品
が
発
表
さ
れ
る
こ
と
の
有
効

性
は
、「
停
滞
」
す
る
芥
川
と
い
う
「
挫
折
」
す
る
芸
術
家
の
姿
を
前
提
と
す

る
こ
と
で
初
め
て
、
メ
デ
ィ
ア
そ
の
も
の
を
巻
き
込
ん
だ
行
為
遂
行
的
な
小

説
と
し
て
意
味
を
持
ち
え
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
『
中
央
公
論
』
大
正
十
年

（
一
九
二
一
年
）
四
月
号
に
発
表
さ
れ
た
「
奇
遇
」
に
も
同
様
に
い
え
る
こ
と
で
、

大
正
九
年
以
降
の
芥
川
は
様
々
な
「
変
わ
っ
た
」
作
品
を
試
み
る
よ
う
に
な
る

が
、そ
の
背
景
に
は
「
芸
術
そ
の
他
」
で
の
「
停
滞
」
宣
言
に
同
伴
さ
れ
た
〈
同

じ
や
う
な
作
品
ば
か
り
書
く
事
〉
を
避
け
る
た
め
の
方
法
の
模
索
が
あ
っ
た
こ

と
は
、〈
唯
い
ろ
ん
な
も
の
が
書
き
た
か
つ
た
か
ら
、
い
ろ
ん
な
も
の
を
書
い

て
み
た
ゞ
け
で
す
〉（「
大
し
て
怠
け
も
せ
ず
―
―
余
が
本
年
発
表
せ
る
創
作
に
就
い
て

―
―
」『
新
潮
』
一
九
二
〇
年
一
二
月
）
と
い
う
自
己
言
及
に
も
確
認
で
き
る
。
そ
の

よ
う
な
「
変
わ
っ
た
」
小
説
が
当
時
の
雑
誌
メ
デ
ィ
ア
に
お
い
て
許
容
さ
れ
た

の
は
、紅
野
謙
介）

10
（

が
指
摘
す
る
、市
場
の
拡
大
に
よ
る
メ
デ
ィ
ア
の
乱
立
に
伴
っ

た
時
は
、
明
に
こ
の
種
の
死
に
瀕
し
て
ゐ
た
。

目
を
惹
く
の
は
、
芥
川
自
身
が
こ
の
「
芸
術
」
に
対
す
る
言
及
の
中
で
〈
停

滞
〉
と
い
う
語
を
用
い
て
い
る
こ
と
だ
ろ
う
。
芥
川
は
こ
れ
以
外
に
も
「
大
正

八
年
度
の
文
藝
界
」（『
毎
日
年
鑑
（
大
正
九
年
版
）』
大
阪
毎
日
新
聞
社
／
東
京
日
日
新

聞
社
・
編
、
一
九
一
九
年
一
二
月
）
で
も
〈
幾
分
に
も
せ
よ
自
信
の
あ
る
作
品
は
、

「
私
の
出
遇
つ
た
事
」「
き
り
し
と
ほ
ろ
上
人
傳
」
以
外
に
、
一
つ
も
発
表
で
き

な
か
つ
た
。
こ
の
評
論
を
書
き
な
が
ら
も
、
顧
み
て
忸
怩
た
ら
ざ
る
を
得
な
い

所
以
で
あ
る
〉と
述
べ
る
な
ど
、大
正
八
年
の
自
身
の
創
作
活
動
が
低
調
で
あ
っ

た
こ
と
を
自
認
し
て
お
り
、
後
世
の
「
大
正
八
、九
年
＝
停
滞
期
」
と
い
う
認

識
は
、
あ
き
ら
か
に
こ
う
し
た
芥
川
自
身
の
言
説
の
延
長
上
に
構
築
さ
れ
た
も

の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。だ
と
す
る
な
ら
ば
、芥
川
に
お
け
る
大
正
八
、九
年
の「
停

滞
」
説
は
そ
も
そ
も
芥
川
自
身
に
よ
っ
て
種
を
撒
か
れ
た
も
の
と
い
う
こ
と
に

な
る
。
芥
川
は
〈
芸
術
家
と
し
て
の
死
に
瀕
〉
す
る
自
己
像
を
描
い
て
み
せ
る

こ
と
で
「
挫
折
」
す
る
芸
術
家
の
姿
に
自
身
を
同
定
さ
せ
た
の
で
あ
る
。
そ
う

し
た
「
挫
折
」
す
る
芸
術
家
と
「
東
洋
の
秋
」
に
描
か
れ
た
〈
売
文
生
活
〉
の

果
て
に
創
作
力
の
衰
え
を
訴
え
る
作
家
の
姿
は
極
め
て
親
和
性
が
高
い
。
そ
れ

は
す
で
に
文
学
場
に
遍
在
す
る
「
書
け
な
い
」
作
家
の
表
象
が
両
者
を
安
易
に

橋
渡
し
し
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
こ
に
商
業
主
義
ジ
ャ
ー
ナ
リ

ズ
ム
に
よ
っ
て
疲
弊
さ
せ
ら
れ
る
芸
術
家
・
芥
川
と
い
う
像
が
想
像
＝
創
造
さ

れ
る
の
で
あ
る
。
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注（
１
）
関
口
安
義
『
芥
川
龍
之
介
と
そ
の
時
代
』
筑
摩
書
房
、
一
九
九
九
年
三
月

（
２
）
進
藤
純
孝
『
伝
記
　
芥
川
龍
之
介
』
六
興
出
版
、
一
九
七
八
年
一
月

（
３
）
篠
崎
美
生
子
「
語
り
手
」（『
芥
川
龍
之
介
新
辞
典
』
関
口
安
義
・
編
、
翰
林
書
房
、

二
〇
〇
三
年
一
二
月
）

（
４
）
乾
英
治
郎
「「
寒
山
拾
得
」
試
論
―
芥
川
龍
之
介
の
大
正
六
年
秋
」（『
近
代
文
学
資

料
と
試
論
』
１
、二
〇
〇
三
年
一
一
月
）

（
５
）
藤
井
貴
志
「〈
倦
怠
〉
と
〈
永
遠
回
帰
〉
を
め
ぐ
る
寓
喩
―
芥
川
龍
之
介
「
永
久
に

不
愉
快
な
二
重
生
活
」論
―
」（『
立
教
大
学
日
本
文
学
』93
、二
〇
〇
四
年
一
二
月
）↓『
芥

川
龍
之
介
―
〈
不
安
〉
の
諸
相
と
美
学
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
―
』（
笠
間
書
院
、
二
〇
一
〇
年

二
月
）

（
６
）
ピ
エ
ー
ル
・
ブ
ル
デ
ュ
ー
『
芸
術
の
規
則
Ⅰ
・
Ⅱ
』（
藤
原
書
店
、
石
井
洋
二
郎
・
訳
、

一
九
九
五
年
二
月
、
一
九
九
六
年
一
月
）

（
７
）
吉
田
竜
也
「〈
書
け
な
い
〉
小
説
家
―
正
宗
白
鳥
の
「
盲
目
」
―
」（『
國
語
と
國
文
學
』

82-

８
、二
〇
〇
五
年
八
月

（
８
）
篠
崎
美
生
子
「
芸
術
そ
の
他
」（『
芥
川
龍
之
介
新
辞
典
』関
口
安
義
・
編
、翰
林
書
店
、

二
〇
〇
三
年
一
二
月
）

（
９
）
海
老
井
英
次
「
芸
術
そ
の
他
」（『
芥
川
龍
之
介
必
携
』
學
燈
社
、
三
好
行
雄
・
編
、

一
九
七
九
年
二
月
）

（
10
）
紅
野
謙
介
「
解
説
　
一
九
一
九
（
大
正
八
）
年
の
文
学
」（『
編
年
体
　
大
正
文
学
全

集
　
第
八
巻
大
正
八
年
』
ゆ
ま
に
書
房
、
二
〇
〇
一
年
八
月
）

―
お
お
に
し
・
ひ
さ
あ
き
、
松
江
工
業
高
等
専
門
学
校
講
師
―

た
原
稿
の
需
要
過
多
と
、
そ
れ
に
よ
っ
て
実
現
さ
れ
た
〈
制
約
か
ら
解
放
さ
れ

た
文
学
の
多
様
性
〉
と
い
う
よ
う
な
状
況
に
後
押
し
さ
れ
た
か
ら
で
あ
る
こ
と

は
い
う
ま
で
も
な
い
。

大
正
九
年
以
降
の
芥
川
が
盛
ん
に
試
み
て
い
た
の
は
、
自
身
の
踏
み
入
っ
た

〈
売
文
生
活
〉
を
規
定
す
る
出
版
資
本
主
義
下
の
文
学
、
雑
誌
文
学
と
し
て
の

小
説
の
可
能
性
の
模
索
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
う
し
た
作
品
は
、
リ
ア
リ
ズ
ム

文
学
を
視
座
と
し
た
批
評
言
説
で
は
、「
と
る
に
た
ら
な
い
」「
変
わ
っ
た
」「
失

敗
作
」
と
し
て
し
か
語
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
芥
川
の
「
停
滞
期
」
と
は
、
そ

の
よ
う
な
「
語
れ
な
さ
」
か
ら
生
ま
れ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
に
無
自
覚

で
あ
る
こ
と
は
あ
る
意
味
で
芥
川
研
究
に
限
界
を
設
け
る
こ
と
に
等
し
い
。
芥

川
が
大
正
期
を
代
表
す
る
作
家
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
す
な
わ
ち
大
正
期
の

文
学
を
か
た
ち
作
る
雑
誌
メ
デ
ィ
ア
と
の
関
わ
り
に
お
い
て
、
成
功
を
収
め
た

作
家
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
た
だ
単
に
優
れ
た
作
品
を
遺
し
た

と
い
う
こ
と
だ
け
で
は
な
く
、
雑
誌
と
い
う
メ
デ
ィ
ア
の
特
質
を
活
か
し
た
作

品
を
発
表
し
た
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
。
そ
う
し
た
観
点
か
ら
芥
川
の
「
停
滞

期
」
を
眺
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
れ
ま
で
語
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
そ
の
時
期

の
作
品
の
価
値
を
再
評
価
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。


