
王
統
照
第
一
短
編
集
の
評
価
を
め
ぐ
っ
て

〈

I
)

王
統
附
ん
が
、
最
初
の
短
編
小
説
集
《
春
雨
の
夜
》
を
散
に
問
う
た

①
 

の
は
一
九
二
四
年
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
文
学
革
命
の
開
始
(
一
九
一

七
年
)
か
ら
八
年
目
、
文
学
研
究
会
が
発
足
(
一
九
二
一
年
)
し
て

一
一
一
年
後
の
こ
と
で
あ
る
。

当
時
こ
の
短
編
集
は
ど
の
よ
う
に
世
に
迎
え
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う

ミ

O

、刀

抑
々
二

0
年
代
初
め
に
お
け
る
文
芸
批
訴
の
実
態
は
ど
の
よ
う
な

も
の
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

争

魯
迅
の
《
批
評
家
へ
の
希
望
》
や
、
呉
福
締
の
労
作
《
円
五
回
H

③
 

時
期
小
説
批
評
概
論
》
な
ど
に
よ
っ
て
想
像
す
る
限
り
に
お
い
て

は
、
五
四
時
期
に
お
け
る
文
芸
批
評
の
有
り
様
は
、
我
々
が
今
日
観

念
す
る
よ
う
な
水
準
・
内
容
を
伴
な
っ
た
批
評
は
ま
だ
現
わ
れ
て
い

な
い
よ
う
で
あ
る
。
二

0
年
代
終
り
か
ら
一
一
一

0
年
代
初
め
に
な
る

と
、
漸
く
読
み
手
と
し
て
の
主
体
性
と
力
設
を
具
え
た
批
評
家
が
登

度

野

行

雄

場
す
る
か
に
思
わ
れ
る
。
彼
ら
は
さ
す
が
に
作
品
を
読
み
も
し
な
い

@
 

で
批
評
し
た
り
、
「
作
品
を
分
析
し
た
言
葉
が
一
一
功
間
も
な
く
曳
」
作
品

世
界
に
没
入
し
主
人
公
に
同
化
し
て
岬
吟
す
る
よ
う
な
こ
と
は
な
か

っ
た
よ
う
で
あ
る
。

一
九
三
五
年
、
茅
盾
は
《
中
国
新
文
学
大
系
・
小
説
一
集
》
序
一
一
一
一
向

に
お
い
て
、
文
学
研
究
会
に
近
い
多
く
の
作
家
と
そ
の
作
品
に
つ
い

て

の

批

評

を

試

み

て

い

る

。

⑤

彼
は
、
ま
ず
葉
聖
陶
に
つ
い
て
、
「
《
隔
膜
》
の
時
期
〈
民
間
八
年

か
ら
十
年
ま
で
)
に
お
い
て
は
、
人
生
に
対
し
て
あ
る
理
想
を
抱
い

て
お
り
、
そ
れ
ほ
ど
客
観
的
で
は
な
か
っ
た
」
と
評
し
、
葉
聖
陶
の

作
品
の
主
流
が
、
理
想
主
義
的
作
品
で
あ
る
と
断
じ
て
い
る
。
つ

e

つ

い
て
茅
属
は
、
王
統
照
を
と
り
あ
げ
、
ヨ
発
展
』
の
過
程
に
お
い

て
」
葉
聖
陶
と
大
変
よ
く
似
て
お
り
、
「
さ
ら
に
『
理
想
』
的
で
あ

る
」
と
い
う
。
ま
た
、
そ
の
よ
う
な
額
向
を
も
っ
作
品
の
例
と
し
て

⑤
 

《
微
笑
》
を
あ
げ
、
か
つ
彼
の
短
編
集
《
春
雨
の
夜
》
に
収
め
ら
れ
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て
い
る
こ
十
の
短
編
に
は
、
右
の
よ
う
な
一
種
の
「
理
想
」
的
な
恭

認
が
あ
り
、
そ
の
「
理
想
」
的
な
詩
の
境
地
か
ら
《
山
雨
》
の
よ
う

な
あ
る
が
ま
ふ
の
人
生
認
識
に
ゆ
き
つ
く
と
い
う
王
統
照
の
「
発
展
;
一

の
シ
ェ
ー
マ
を
描
い
て
み
せ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
シ
ェ
ー
マ
は
そ
の

{
ヴ
ム

後
、
ほ
と
ん
ど
「
定
説
い
と
な
っ
て
今
日
に
ま
で
及
ん
で
い
る
。

《
春
雨
の
夜
》
に
収
め
ら
れ
た
諸
編
と
《
山
雨
》
の
問
に
、
あ
る

変
化
が
存
在
す
る
こ
と
を
認
め
る
と
し
て
も
、
《
春
雨
の
夜
》
そ
の

も
の
に
対
す
る
評
価
に
つ
い
て
は
、
以
前
か
ら
首
肯
し
か
ね
て
お

り
、
そ
の
点
に
つ
い
て
い
さ
ふ
か
異
を
唱
え
て
み
た
い
と
い
う
の
が

小
論
に
お
け
る
モ
チ
ー
フ
で
あ
る
。

最
初
に
問
題
点
を
明
ら
か
に
し
て
お
け
ば
、
茅
盾
説
に
対
す
る
第

一
の
疑
問
は
《
春
雨
の
夜
》
二
十
編
を
貫
く
基
調
が
本
当
に
「
理
想

で
あ
る
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

茅
腐
は
、
前
述
の
ご
と
く
、
そ
の
代
表
例
と
し
て
《
微
笑
》
を
あ

げ
て
い
る
。
《
微
笑
》
の
梗
概
を
略
述
し
て
お
け
ば
、
問
根
と
い
う

こ
そ
泥
が
警
察
に
つ
か
ま
っ
て
駿
獄
に
入
れ
ら
れ
る
。
収
監
さ
れ
て

二
週
間
経
っ
た
あ
る
日
の
午
後
、
彼
は
あ
る
年
若
い
女
悶
を
見
る
。

彼
女
は
一
見
し
た
と
こ
ろ
と
て
も
こ
ん
な
場
所
に
居
る
人
間
に
は
見

え
な
い
。
不
思
議
に
思
っ
て
眺
め
て
い
る
と
、
彼
女
も
同
根
の
方
を

見
、
二
人
の
祝
線
が
あ
う
。
そ
の
時
彼
女
は
、
か
す
か
な
ほ
ふ
笑
み

を
浮
べ
た
。
そ
れ
は
、
「
名
残
り
を
惜
し
む
も
の
で
も
な
く
、
恋
慕

の
そ
れ
で
も
な
く
、
彼
を
不
安
に
さ
せ
る
も
の
で
も
な
く
、
ま
し
て

や
恋
人
が
最
初
に
一
部
す
深
い
想
い
が
こ
も
っ
た
誘
い
の
笑
み
で
も
な

い
ヘ
「
阿
根
自
身
に
も
説
明
の
つ
か
な
い
感
触
」
を
与
え
る
も
の
だ

っ
た
。
刑
期
を
終
え
て
出
獄
し
た
彼
は
、
真
面
目
な
労
働
者
に
生
ま

れ
か
わ
っ
て
い
る
が
、
常
に
彼
の
脳
裏
か
ら
離
れ
な
い
の
は
あ
の

「
微
笑
」
と
、
そ
の
よ
う
な
神
秘
的
と
も
い
え
る
徴
笑
を
自
分
に
与

え
た
当
の
彼
女
が
終
身
刑
で
了
午
一
獄
舎
に
閉
じ
こ
め
ら
れ
て
い
る
の

だ
と
い
う
事
実
で
あ
っ
た
。

一
女
囚
の
微
笑
が
、
窃
盗
犯
何
根
に
一
種
の
回
心
を
議
し
た
と
す

れ
ば
、
確
か
に
茅
盾
の
い
う
ご
と
く
斗
美
』
と
『
愛
』
の
偉
大
な

力
を
真
正
弱
か
ら
描
い
た
」
作
品
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
《
微
笑
》

と
い
う
作
品
を
ロ
マ
ン
チ
ッ
ク
な
理
想
主
義
的
傾
向
を
も
つ
も
の
と

認
め
る
こ
と
に
杏
か
で
は
な
い
に
し
て
も
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
そ
の

よ
う
な
傾
向
を
《
春
雨
の
夜
》
全
体
の
基
調
を
な
す
も
の
と
す
る
意

見
に
は
何
と
し
て
も
同
意
し
難
い
。

何
故
な
ら
《
春
雨
の
夜
》
二
十
編
を
通
読
し
て
み
て
、
《
微
笑
》

裂
と
み
な
さ
れ
る
(
理
念
理
想
が
何
ら
か
の
意
味
に
お
い
て
現
実
を

動
か
す
と
い
う
筋
を
持
つ
)
作
品
は
、
《
微
笑
》
の
地
に
は
、
《
酔
い

③

②

 

の
果
て
に
》
と
《
わ
ざ
》
の
二
縦
し
か
な
い
か
ら
で
あ
る
。

《
砕
い
の
果
て
に
》
は
、
賭
博
と
渦
に
'
身
を
も
ち
く
ず
し
た
男
が
、

子
供
の
墳
遊
ん
だ
路
留
に
や
っ
て
き
て
、
幼
時
の
母
の
愛
を
回
想
す
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る
こ
と
に
よ
っ
て
た
も
な
お
る
話
。
《
わ
、
ざ
》
は
、
怠
情
な
生
活
を

送
っ
て
い
た
青
年
が
、
あ
る
日
京
劇
の
立
ち
ま
わ
り
の
修
練
の
様
子

を
見
、
生
き
る
た
め
に
ひ
た
す
ら
わ
ざ
と
取
り
組
む
人
々
の
姿
勢
に

う
た
れ
、
悔
い
改
め
、
思
溜
を
絶
っ
て
勤
勉
な
生
活
を
始
め
る
と
い

う
話
で
あ
る
。

二
十
一
編
の
う
ち
の
僅
か
一
一
一
編
が
、
し
か
も
《
微
笑
》
の
場
合
、
当

の
女
問
自
身
は
一
生
獄
に
つ
な
が
れ
た
ま
ふ
な
の
で
あ
り
、
《
酔
い

の
果
て
に
》
も
、
立
ち
成
ろ
う
と
い
う
決
意
が
、
果
し
て
実
際
に
成

就
す
る
か
ど
う
か
は
ま
、
だ
わ
か
ら
な
い
と
い
う
の
で
あ
っ
て
み
れ

ば
、
王
統
照
の
初
期
作
品
の
基
本
的
性
格
が
現
実
の
美
化
、
理
想
化

と
い
う
方
向
で
の
理
想
主
義
に
あ
る
、
と
い
う
見
方
は
や
は
り
事
実

に
合
致
し
な
い
と
云
え
よ
う
。

し
か
し
な
が
ら
、
は
一
方
で
は
「
美
」
と
「
愛
」
の
理
想
を
、

彼
自
身
の
表
現
を
か
り
れ
ば
、
コ
袋
一
白
か
ら
説
い
」
た
も
の
も
、
理

想
主
義
的
な
基
調
を
儲
成
す
る
も
の
と
見
な
し
て
も
い
る
の
で
あ

る。
か
つ
て
三
木
清
は
感
傷
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
な
ア
フ
ォ
リ
ズ
ム

を
残
し
た
。

す
べ
て
の
趣
味
と
問
じ
ゃ
う
に
、
感
傷
は
本
質
的
に
は
た
だ
過

去
の
も
の
の
よ
に
の
み
働
く
の
で
あ
る
。
(
中
略
)
人
は
未
来
に

つ
い
て
感
傷
す
る
こ
と
が
で
き
ぬ
。
少
く
と
も
感
傷
の
対
象
で
あ

③
 

る
や
う
な
未
来
の
未
来
で
は
な
い
。

三
木
の
い
う
と
こ
ろ
を
い
ま
少
し
敷
街
す
る
と
し
て
、
で
は
未
来

へ
向
う
心
性
を
仮
り
に
ロ
マ
ン
チ
シ
ズ
ム
と
名
付
け
て
み
よ
う
。
す

る
と
こ
こ
に
所
諮
ロ
マ
ン
チ
シ
ズ
ム
と
セ
ン
チ
メ
ン
タ
リ
ズ
ム
は
、

等
し
く
主
情
主
一
義
的
な
概
念
で
あ
り
な
が
ら
、
比
織
的
に
い
え
ば
方

向
、
が
全
く
正
反
対
の
も
の
で
あ
る
こ
と
に
な
る
。
あ
る
い
は
、
ロ
マ

ン
チ
シ
ズ
ム
が
オ
プ
チ
ミ
ス
テ
ィ
ヅ
ク
に
現
実
を
デ
フ
ォ
ル
メ
す
る

傾
向
を
も
つ
の
に
対
し
て
、
セ
ン
チ
メ
ン
タ
リ
ズ
ム
は
現
実
を
ベ
シ

ミ
ス
テ
ィ
ッ
ク
に
デ
フ
ォ
ル
メ
す
る
傾
向
を
も
っ
と
い
っ
て
も
よ
か

ろ
う
。
い
ず
れ
に
し
て
も
両
者
は
弁
別
可
能
な
の
で
あ
っ
て
、
こ
t
A

で
重
要
な
こ
と
は
、
王
統
照
の
初
期
作
品
の
も
つ
色
彩
は
、
ど
ち
ら

か
と
い
え
ば
、
セ

γ
チ
メ

γ
タ
リ
ズ
ム
が
勝
っ
た
色
調
で
あ
る
、
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
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こ
の
よ
う
な
評
価
は
最
近
で
は
、
中
間
関
の
研
究
者
に
も
見
ら
れ
る

も
の
で
あ
っ
て
、
例
え
ば
、
劉
納
今
五
回
μ

小
説
の
創
作
方
法
の

発
…
陶
》
に
は
、
「
我
々
は
、
王
統
照
の
小
説
か
ら
、
美
と
愛
へ
の
憧

れ
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
よ
り
多
く
見
ら
れ
る
の
は
、

む
し
ろ
美
と
愛
の
理
想
の
破
滅
で
あ
る
」
と
あ
る
。

《
春
雨
の
夜
》
金
一
一
織
を
仔
細
に
読
め
ば
、
そ
こ
に
底
流
す
る
の
は
、

現
実
に
対
す
る
ペ
シ
ミ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
綴
方
な
の
で
あ
る
。
理
想
の

現
実
に
対
す
る
力
を
描
く
よ
り
も
、
理
想
が
動
も
す
れ
ば
現
実
に
屈



せ
ざ
る
を
得
な
い
こ
と
を
吐
怠
と
と
も
に
誘
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

で
は
、
《
春
雨
の
夜
》
の
基
調
は
、
ロ
マ
ン
チ
ッ
ク
な
理
想
主
義

に
で
は
な
く
、
セ
ン
チ
メ
ン
タ
ル
な
理
想
主
義
に
あ
る
、
と
い
う
こ

と
に
な
る
の
だ
ろ
う
か
。

し
か
し
、
考
え
て
み
る
に
元
来
理
想
主
義
と
は
、
「
現
実
を
こ
え

た
価
値
を
重
点
的
に
志
向
し
て
現
実
の
悪
や
醜
を
軽
視
す
る
点
で
現

⑫
 

実
主
義
ハ
自
然
主
義
〉
に
対
立
す
る
」
(
傍
点
広
野
)
も
の
で
あ
る

の
だ
か
ら
、
「
セ
ン
チ
メ
ン
タ
ル
な
(
こ
ふ
で
は
現
実
を
過
度
に
ベ

シ
ミ
ス
テ
ィ
ッ
ク
に
デ
フ
ォ
ル
メ
す
る
傾
向
を
指
す
こ
と
は
前
述
し

た
通
り
)
理
想
主
義
」
と
い
う
の
は
、
正
に
形
容
矛
盾
で
あ
る
。

斗
理
想
』
を
一
泉
市
か
ら
説
明
い
し
て
い
る
か
ら
こ
れ
も
理
想
主
義
で

あ
る
と
い
う
の
は
、
や
は
り
強
弁
の
誘
り
を
ま
ぬ
が
れ
な
い
の
で
は

あ
る
ま
い
か
。
「
現
実
を
こ
え
た
価
値
」
を
強
く
意
識
し
た
作
品
を

抗
い
て
い
る
の
も
王
統
照
な
ら
、
そ
の
現
実
へ
の
屈
服
を
措
い
て
い

る
の
も
他
な
ら
ぬ
統
照
な
の
で
あ
る
。

と
は
い
う
も
の
の
布
の
議
論
は
、
単
な
る
言
葉
と
が
め
に
過
ぎ
ぬ

と
い
う
見
方
も
あ
る
い
は
出
て
く
る
か
も
知
れ
ぬ
。
し
か
し
な
が

ら

、

以

下

の

決

し

て

か

い

の

次

元

の

問

題

で

は

な

、。
ーしV

そ
れ
は
、
の
夜
》
に
、
ロ
マ
ン
チ
ッ
ク
で
あ
れ
セ
ン
チ
メ

ン
タ
ル
で
あ
れ
理
想
主
義
と
い
う
概
念
と
は
利
得
れ
な
い
と
断
じ
て

よ
い
一
系
列
の
作
品
群
が
存
在
す
る
こ
と
で
あ
る
。

の

こ

⑬

例
え
ば
《
遺
さ
れ
た
手
紙
》
。
こ
の
作
品
で
は
、
本
来
周
囲
に
よ

っ
て
守
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
は
ず
の
社
会
的
弱
者
で
あ
る
孤
児

が
、
却
っ
て
社
会
か
ら
軽
ん
ぜ
ら
れ
迫
害
さ
れ
、
人
間
性
の
自
然
な

発
露
(
こ
t
A

で
は
青
年
教
師
の
女
生
徒
に
対
す
る
愛
情
)
が
阻
害
さ

れ
る
と
い
う
、
出
社
会
出
道
徳
の
残
酷
さ
を
告
発
し
て
い
る
。

⑬
 

《
月
光
》
。
当
時
は
社
会
的
問
題
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
幼
児
の

死
亡
率
の
高
さ
の
問
題
、
嬰
児
の
死
が
粛
す
家
庭
の
悲
劇
を
と
り
あ

げ
て
い
る
。
チ
エ
ホ
フ
の
《
往
診
中
の
一
事
件
》
と
通
い
あ
う
雰
囲

気
を
も
っ
た
作
品
で
あ
る
。

⑬
 

《
死
人
と
の
一
夜
九
こ
れ
は
の
ち
に
書
か
れ
る
《
生
者
と
死
者

⑬
)
 

の
行
進
》
に
発
展
す
る
モ
チ
ー
フ
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
作
品
と
思
わ

れ
る
。
貧
民
の
為
の
共
同
墓
地
に
付
設
さ
れ
た
病
院
の
一
夜
を
ス
ケ

ッ
チ
し
た
も
の
で
、
《
生
者
と
死
者
の
行
進
》
と
あ
わ
せ
読
む
時
、

そ
れ
は
、
例
え
ば
《
ど
ん
底
》
な
ど
に
代
表
さ
れ
る
、
あ
の
ゴ

i
リ

キ
!
の
世
界
を
訪
梯
た
ら
し
め
る
。

こ
れ
ら
の
作
品
が
警
か
れ
た
の
は
、
《
微
笑
》
と
ほ
と
ん
ど
同
時

期
で
あ
る
。
つ
ま
り
王
統
照
は
、
《
微
笑
》
の
よ
う
な
ロ
マ
ン
チ
ッ

ク
で
理
想
主
義
的
な
作
品
を
書
く
の
と
並
行
し
て
、
現
実
の
悲
惨

さ
、
時
さ
を
、
習
に
一
詠
嘆
悲
嘆
し
た
り
、
当
為
、
願
望
を
も
っ
て
震

き
換
え
た
り
す
る
の
で
は
な
く
、
凝
視
し
、
対
峠
し
、
写
し
出
す
と
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い
う
写
実
的
な
姿
勢
を
示
し
て
い
た
の
だ
、
と
い
う
こ
と
を
こ
斗
で

は
っ
き
り
と
確
認
し
て
お
き
た
い
。

(お

こ
の
系
列
に
つ
な
が
る
作
品
に
は
、
他
に
《
山
道
の
傍
ら
で
》
や

⑬
 

《
柵
一
設
の
へ
だ
て
》
な
ど
が
あ
る
が
、
私
見
に
よ
れ
ば
一
九
二
二

。

年
八
月
に
脅
か
れ
た
《
湖
畔
の
少
年
の
話
》
こ
そ
、
《
春
雨
の
夜
》

集
の
深
層
に
潜
在
す
る
性
格
を
具
現
し
て
お
り
、
真
に
こ
の
時
期
の

統
照
の
作
風
の
基
調
を
伝
え
る
も
の
で
あ
る
と
思
う
。

古
く
か
ら
名
高
い
湖
の
近
く
に
住
ん
で
い
る
「
私
」
は
、
よ
く
湖

畔
を
散
歩
す
る
。
あ
る
日
の
夕
方
湖
畔
の
暗
が
り
に
い
る
少
年
を
見

つ
け
る
。
戸
を
か
け
て
み
る
と
、
そ
れ
は
以
前
「
私
L

の
近
所
に
住

ん
で
い
た
陳
と
い
う
鍛
冶
患
の
息
子
小
顕
で
あ
っ
た
。
六
年
前
商
売

が
う
ま
く
ゆ
か
ず
ど
こ
か
へ
移
っ
て
行
っ
た
の
で
あ
る
。
少
年
の
話

に
よ
る
と
、
彼
の
父
は
、
商
売
を
や
め
て
い
て
毎
日
外
へ
働
き
に
行

く
の
だ
と
い
う
(
実
は
阿
片
痛
に
出
入
し
て
い
る
の
で
あ
る
)
。
彼

を
産
ん
だ
母
は
す
で
に
亡
く
な
り
、
彼
女
の
産
ん
だ
子
七
人
の
う
ち

現
在
生
き
て
い
る
の
は
小
傾
一
人
き
り
で
あ
る
。
継
母
が
き
て
、
家

計
は
彼
女
が
支
え
て
い
る
の
だ
が
、
彼
女
に
は
毎
晩
多
い
時
に
は
数

人
の
客
が
来
る
。
そ
し
て
客
が
来
る
と
小
販
は
外
ヘ
出
さ
れ
、
夜
景

く
ま
で
帰
宅
す
る
こ
と
を
許
さ
れ
な
い
の
だ
と
い
う
。
小
煩
が
夜
に

な
っ
て
も
こ
の
湖
畔
に
い
る
の
は
そ
の
た
め
で
あ
る
。
父
親
は
そ
の

こ
と
を
知
っ
て
い
る
が
、
夜
に
は
決
し
て
知
っ
て
こ
な
い
と
い
う
。

そ
ん
な
身
の
上
話
を
し
て
い
る
と
こ
ろ
へ
一
人
の
男
が
や
っ
て
き

て
、
小
般
に
父
親
が
阿
片
窟
で
警
察
に
つ
か
ま
っ
た
、
と
知
ら
せ
て

つ
れ
て
ゆ
く
。
「
私
い
は
、
暗
い
夜
霧
の
中
を
胸
苦
し
い
思
い
と
と

も
に
家
路
に
つ
く
の
で
あ
っ
た
。

す
で
に
見
た
通
り
、
少
年
小
煩
に
襲
い
か
斗
っ
て
い
る
不
幸
は
、

@
 

雪
で
造
っ
た
か
ま
く
ら
を
壊
わ
さ
れ
る
な
ど
と
い
う
詩
的
な
次
元
の

も
の
で
は
な
い
。
ま
た
、
特
別
に
傷
つ
き
易
い
イ
ン
テ
リ
が
観
念
的

③
 

な
苦
悶
に
抑
吟
す
る
と
い
う
の
で
も
な
い
。
こ
の
不
幸
は
き
わ
め
て

即
物
的
で
あ
る
。
そ
し
て
、
何
よ
り
も
留
意
す
べ
き
こ
と
は
、
こ
の

話
の
よ
う
な
家
庭
は
、
当
時
の
中
国
社
会
に
遍
在
し
て
い
た
で
あ
ろ

③
}
 

う
こ
と
で
あ
る
。

以
上
の
検
証
に
よ
っ
て
、
《
春
雨
の
夜
》
に
は
、
従
来
の
王
統
照

評
儲
か
ら
は
み
だ
す
よ
う
な
、
敢
え
て
云
え
ば
不
当
に
無
視
さ
れ
て

き
た
作
品
が
収
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
た
。
そ
し
て
、
そ

の
よ
う
な
作
品
、
が
、
動
も
す
れ
ば
ベ
シ
ミ
ス
テ
ィ
ッ
ク
に
な
り
が
ち

@
 

な
き
ら
い
は
あ
る
に
せ
よ
、
一

i

現
実
生
活
の
否
定
的
な
諸
現
象
」
を

と
り
あ
げ
て
お
り
、
近
代
の
自
然
主
義
が
も
っ
て
い
る
「
同
時
代
の

@
 

道
徳
や
社
会
の
偏
見
に
抗
」
ず
る
「
強
力
な
思
想
運
動
の
性
格
」
を

具
有
し
て
い
る
以
上
、
や
は
り
批
判
的
リ
ア
リ
ズ
ム
で
あ
る
と
認
め

た
い
と
い
う
の
が
小
論
の
立
場
で
あ
る
。
セ
ン
チ
メ
ン
タ
ル
な
(
こ

の
こ
と
は
、
現
実
に
対
し
て
批
判
的
で
あ
る
こ
と
と
互
換
性
が
認
め
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ら
れ
る
)
傾
斜
を
も
っ
た
リ
ア
リ
ズ
ム
こ
そ
、
こ
の
短
編
集
に
お
い

て
、
通
奏
低
音
の
ご
と
き
役
割
を
果
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

何
故
右
の
よ
う
な
事
実
が
茅
后
に
は
見
落
さ
れ
た
(
無
視
さ
れ
た
)

の
で
あ
ろ
う
か
。

私
見
に
よ
れ
ば
、
こ
の
こ
と
は
茅
績
が
、
「
現
実
ハ
社
会
)
日
実
体
」

と
い
う
、
い
わ
ば
物
象
化
的
錯
認
か
ら
自
由
で
な
い
こ
と
に
由
来
す

る
も
の
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
成
松
渉
は
、
マ
ル
ク
ス
の
「
社
会
と

は
諸
倒
人
が
初
日
五
に
か
か
わ
り
合
っ
て
い
る
諸
関
連
出
急
円
。
r
c
H
H
m
g

諮
関
係
〈

2
r巴
2
2
8
の
総
体
で
あ
る
」
と
い
う
一
言
葉
を
め
ぐ
っ

て
、
次
の
よ
う
に
論
じ
て
い
る
。

調
う
と
こ
ろ
の
「
諾
関
連
・
諸
関
係
」
は
、
そ
の
真
実
棺
で
そ

の
ま
ま
現
象
す
る
の
で
は
な
く
、
物
象
化
さ
れ
た
相
で
現
象
し
、

諸
個
人
に
対
し
て
外
夜
的
・
自
立
的
な
間
有
の
存
在
体
で
あ
る
か

の
よ
う
な
相
貌
を
塁
す
る
。
こ
の
物
象
化
さ
れ
た
相
、
し
か
も
ブ

ェ
テ
ィ
ッ
シ
な
相
を
追
認
す
る
と
こ
ろ
か
ら
げ
社
会
1
実
在
υ

論

②
 

が
形
成
さ
れ
る
。

②
 

当
時
の
茅
盾
が
力
説
し
て
い
た
の
は
、
「
時
代
を
表
現
し
た
文
学
ん

の
必
要
性
で
あ
っ
た
。
「
時
代
を
表
現
い
す
る
、
即
ち
そ
の
時

γ

代
の

現
実
を
写
実
し
、
再
現
す
る
こ
と
を
第
一
義
と
す
る
た
め
に
は
、
あ

る
作
品
が
時
代
〈
現
実
)
を
表
現
し
得
て
い
る
と
判
定
す
る
(
で
き

る
と
考
え
る
)
た
め
に
は
、
(
時
代
相
・
社
会
)
と
い
う
も
の

が
、
「
外
在
的
一
・
自
立
的
な
回
有
の
存
在
体
で
あ
」
客
体
と

し
て
捉
え
得
る
は
ず
だ
、
と
い
う
確
信
が
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。

「
本
書
の
北
方
農
村
の
描
写
の
大
半
ば
、
賞
受
に
値
す
る
と
思
う
一
、

「
農
村
の
描
写
の
大
部
分
に
、
北
方
農
村
の
立
体
図
を
み
る
こ
と
が

容

で
き
る
」
と
い
う
《
山
部
》
に
対
す
る
評
言
は
、
そ
の
意
味
で
示
唆

的
で
あ
る
。

っ
て
、

ロ
マ
ン
・
ヤ
コ
ブ
ソ
ン
は
、
我
々
が
リ
ア
リ
ズ
ム
(
リ
ア
ジ
ス
テ

ィ
ッ
ク
な
作
品
)
と
い
う
場
合
、
以
下
の
三
つ
の
意
味
が
混
在
L
て

い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。

付
志
向
・
傾
向
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
場
合

「
リ
ア
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
作
口
仰
い
と
い
う
言
葉
で
理
解
さ
れ
る
の

は
、
作
者
が
、
予
め
、
真
実
ら
し
さ
を
与
え
よ
う
と
意
図
し
た
作

品
で
あ
る
。

。
作
品
に
つ
い
て
判
断
す
る
「
私
」
が
、
真
実
ら
し
さ
を
も
っ
て

い
る
と
感
じ
取
る
作
品
が
「
リ
ア
リ
ス
テ
ィ
ッ
グ
な
作
品
」
と
名

づ
け
ら
れ
る
。

付
十
九
世
紀
の
特
定
の
芸
術
流
派
の
弁
別
的
特
徴
の
総
和
が
「
リ

ぬ
W

プ
リ
ズ
ム
と
呼
ば
れ
る
い
。
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実
体
的
な
現
実
の
存
在
を
前
提
す
る
者
に
と
っ
て
は
、
当
然
け
の

視
点
は
論
外
で
あ
ろ
う
し
、
ま
た
、
突
は
主
観
的
で
相
対
的
な
判
断

に
基
づ
い
て
い
る

O
の
「
現
実
ハ
ら
し
さ
と
も
、
問
問
主
観
的
で
絶



対
的
な
基
準
と
し
て
想
定
さ
れ
る
に

《

中

間

新

文

学

大

系

・

小

説

一

集

れ

た

の

は

、

一

九
三
五
年
の
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
先
立
つ
こ
と
六
年
前
の
一
九

議

二
九
年
に
《
ぺ
侃
換
之
」
を
読
む
》
の
中
で
、
茅
盾
は
《
山
替
市
の
夜
》

を
次
の
よ
う
に
評
し
て
い
る
。

《
春
雨
の
夜
》
の
内
容
は
、
い
ま
で
は
は
っ
き
り
と
は
覚
え
て

い
な
い
。
し
か
し
全
体
の
印
象
と
し
て
は
透
徹
し
た
時
代
性
は
感

じ
ら
れ
な
か
っ
た
。
王
統
照
は
、
か
な
り
窓
識
的
に

μ
五
回
υ

が

青
年
に
与
え
た
影
響
に
つ
い
て
描
こ
う
と
し
た
人
で
あ
る
が
、

H

五
四
υ

の
基
調
を
つ
か
み
と
っ
て
描
き
出
し
て
い
な
い
、
と
い

う
の
が
遠
慮
の
な
い
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。

(
川
市

更
に
、
四
年
後
の
一
九
一
一
一
二
年
末
王
統
照
が
長
編
《
山
雨
》
を
完

成
す
る
。
こ
の
作
品
に
最
初
に
評
価
を
与
え
た
の
も
他
な
ら
ぬ
茅
盾

で
あ
っ
た
。
彼
は
、
《
山
市
》
を
、
つ
血
の
滴
る
よ
う
な
生
活
の
記

@
 

録
」
で
あ
る
と
し
て
高
く
評
価
し
た
。
「
時
代
を
表
現
し
た
文
学
」

《
山
雨
》
は
、
大
い
に
彼
の
窓
に
適
っ
た
作
品
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
《
山
市
》
に
捕
か
れ
た
現
実
は
、
茅
腐
に
と
っ
て
「
現
実

の
い
中
間
農
村
の
姿
の
全
き
反
映
と
思
わ
れ
た
わ
け
で
あ
り
、
《
山

一
間
》
は
、
彼
に
と
っ
て
リ
ア
リ
ズ
ム
作
品
の
イ
デ
ア
ル
タ
イ
プ
た
り

え
た
の
で
あ
る
。

、局、、
0

3
U
千
人

tu

ひ
と
た
び
《
山
雨
》
を
読
ん
だ
彼
の
頭
の
中
に
は
、
《
春
雨
の
夜
》

〈
浪
漫
的
も
し
く
は
感
傷
的
理
想
主
義
)
か
ら
、
《
山
雨
》
(
本
格
的

リ
ア
リ
ズ
ム
〉
へ
、
と
い
う
「
発
展
」
の
図
式
が
で
き
あ
が
っ
た
わ

け
で
あ
る
。
以
後
は
ア
十
一
統
照
の
作
品
を
論
ず
る
場
合
、
《
山
市
》
が

何
億
序
列
の
茶
湘
ゃ
に
な
り
、
評
価
の
出
発
点
と
な
っ
た
。
し
た
が
っ

て
、
《
山
部
》
以
前
の
作
品
を
、
《
山
市
》
へ
の
過
程
と
し
て
、
そ
れ

と
の
距
離
関
係
だ
け
で
見
る
こ
と
に
な
り
、
そ
の
作
品
自
体
が
内
包

す
る
意
味
・
構
造
に
対
す
る
視
点
は
抜
け
お
ち
て
し
ま
う
の
で
あ

る
。
か
つ
て
藤
村
の
《
破
戒
》
を
、

担
造
的
な
ロ
マ
ン
チ
シ
ズ
ム
か
ら
、
蝕
目
的
な
リ
ア
リ
ズ
ム
へ

至
る
、
よ
く
整
備
さ
れ
た
、
寧
ろ
坦
々
た
る
路
面
で
は
あ
っ
て
も

@
 

断
じ
て
新
境
地
で
は
な
か
っ
た
。

と
評
し
去
っ
た
が
ご
と
き
態
度
が
生
れ
、
《
春
雨
の
夜
》
を
虚
心
に

読
め
ば
必
ず
や
気
づ
く
で
あ
ろ
う
、
感
傷
的
な
外
皮
の
下
に
存
在
す

る
リ
ア
リ
ズ
ム
の
骨
格
を
、
見
落
す
(
無
視
す
る
)
こ
と
に
な
っ
た

の
で
あ
ろ
う
。

で
は
、
閉
じ
く
リ
ア
リ
ズ
ム
の
作
品
で
あ
り
な
が
ら
、
《
春
一
自
の

夜
》
の
諸
一
織
と
、
そ
れ
以
後
の
作
品
(
特
に
《
山
雨
》
)
と
の
間
に

見
い
だ
さ
れ
る
変
化
は
、
ど
の
よ
う
に
考
え
れ
ば
よ
い
の
で
あ
ろ
う

か
。
次
章
で
は
、
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
の
私
見
を
述
べ
て
み
た
い
。
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(
日
)

《
春
雨
の
夜
》
の
諸
一
編
を
読
ん
で
い
て
強
く
印
象
づ
け
ら
れ
る
こ



と
の
ひ
と
つ
に
、
二
十
編
の
ど
れ
も
が
七
千
字
内
外
の
短
編
で
あ
り

な
が
ら
、
自
然
描
写
が
必
ず
と
い
っ
て
よ
い
ほ
ど
入
っ
て
お
り
、
そ

れ
も
多
量
に
護
き
込
ま
れ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。
し
か

も
、
人
生
人
事
の
機
く
さ
悲
し
さ
を
描
く
時
に
決
っ
て
美
し
い
自
然

描
写
を
ほ
ど
こ
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

例
を
あ
げ
よ
う
o

h
J
J
 

ぷ

υυ

ま
ず
、
《
も
の
思
い
》
で
は
、
独
占
欲
の
強
い
青
年
記
者
、
俗
物

官
吏
、
野
心
家
の
倒
家
、
そ
の
い
ず
れ
か
ら
も
理
解
さ
れ
ぬ
女
優
の

唆
逸
は
、
霧
に
包
ま
れ
た
湖
畔
で
ひ
と
り
も
の
思
い
に
耽
る
。

こ
う
ま
で
考
え
る
と
、
彼
女
の
心
は
、
ま
る
で
冷
水
に
つ
か
っ

た
よ
う
に
ふ
る
え
た
。
あ
た
り
は
静
ま
り
か
え
り
、
白
い
霧
は
次

第
に
消
え
て
い
た
。
脱
ろ
な
雲
の
間
か
ら
き
し
出
た
ひ
と
筋
の
月

の
光
が
、
霧
に
お
t
A

わ
れ
た
湖
水
の
上
に
射
し
て
い
る
。
こ
の
暗

い
黄
昏
は
、
彼
女
の
心
中
の
深
い
思
い
と
同
じ
で
あ
っ
た
。
た
い
ム
、

緩
の
中
に
は
ひ
と
筋
の
光
が
射
し
て
い
た
が
、
彼
女
の
心
は
、
ひ

た
す
ら
沈
ん
で
ゆ
く
ば
か
り
で
あ
っ
た
。

思
い
に
耽
っ
て
ど
れ
だ
け
の
時
が
絞
っ
た
だ
ろ
う
。
ふ
と
耳
も

と
で
ク
i
ク
!
と
い
う
戸
を
開
い
て
夢
か
ら
醍
め
た
。
サ
ッ
と
微

風
が
吹
き
わ
た
り
、
日
を
あ
げ
て
月
の
光
を
た
よ
り
に
見
る
と
、

そ
れ
は
白
い
水
鳥
が
、
か
た
わ
ら
か
ら
飛
び
つ
て
、
淡
い

湖
中
へ
消
え
て
行
っ
た
の
だ
っ
た
。

次
に
、
愛
す
る
女
と
の
間
を
む
り
や
り
さ
か
れ
、
終
に
は
自
殺
す

る
青
年
に
、
「
私
達
」
が
出
会
う
の
は
、
次
の
よ
う
な
風
景
の
中
で

あ
る
。

(J) 

太
陽
の
光
が
、
最
も
遠
方
の
山
の
蜂
か
ら
き
し
出
で
て
、
私
達

は
、
柳
の
葉
の
上
に
金
色
の
光
が
ゆ
ら
め
く
の
を
見
た
。
湿
く
柔

ら
か
な
光
が
山
を
お
も
ふ
い
、
沢
山
の
谷
間
の
小
草
さ
え
首
を
も
た

げ
て
、
こ
の
四
月
の
朝
の
日
の
光
を
歓
迎
す
る
か
の
よ
う
だ
。
私

達
は
、
そ
の
時
に
は
も
う
鳴
琴
峡
に
わ
け
入
っ
て
い
た
。
私
に

は
、
こ
t
A

が
地
平
線
よ
り
は
る
か
に
高
い
と
思
わ
れ
た
が
、
ど
こ

ま
で
も
連
な
る
蜂
々
は
、
一
向
に
と
、
ぎ
れ
る
こ
と
が
な
い
。
私
は

早
朝
の
山
中
の
景
色
を
眺
め
て
い
た
。
壮
大
な
岩
の
援
、
た
よ
や

か
で
や
わ
ら
か
な
野
の
花
と
日
の
光
、
金
色
の
榔
の
葉
、
そ
れ
に

び
っ
こ
の
騎
馬
ひ
き
と
耳
を
た
て
も
ム
一
歩
一
歩
笠
っ
て
ゆ
く
彼
の

腕
馬
も
い
る
。
そ
れ
ら
の
も
の
は
、
大
い
に
私
を
お
も
し
ろ
が
ら

ユ匂〆
fhMピ

せ
た
。

《
湖
畔
の
少
年
の
話
》
で
、
「
私
」
が
、
伽
腕
母
が
私
娼
を
し
て
い

る
た
め
に
、
毎
晩
夜
更
け
ま
で
家
に
帰
れ
な
い
と
い
う
少
年
と
出
会

う
の
も
、
次
の
よ
う
な
美
し
い
自
然
の
中
で
で
あ
る
。

紺
色
の
中
に
青
紫
色
を
帯
び
た
夕
暮
の
光
が
、
湖
堤
に
植
わ
っ

た
市
上
り
の
綿
に
照
り
返
し
て
い
る
。
何
や
ら
の
料
廟
の
東
辺
に

は
、
小
さ
な
蓮
池
が
あ
る
の
だ
が
、
こ
斗
の
蓮
の
葉
は
、
と
て
も
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大
き
く
て
、
高
さ
は
人
の
背
丈
を
越
え
る
ほ
ど
で
あ
る
ο
葉
の
陰

の
、
玉
で
こ
し
ら
え
た
よ
う
な
純
白
の
蓮
の
花
は
、
午
後
に
な
っ

て
次
第
に
花
弁
を
閉
じ
て
き
た
。
一
、
二
肢
の
蜂
が
飛
び
ま
わ
っ

て
い
て
、
花
の
一
滑
に
未
練
を
と
ど
め
、
立
ち
去
り
難
い
よ
う
で
あ

る
。
夕
焼
け
は
、
静
か
な
緑
の
水
面
に
金
一
色
の
光
を
散
乱
さ
せ
、

夕
焼
の
中
を
陽
は
は
や
沈
ま
ん
と
し
て
兵
撲
な
色
彩
の
変
幻
を
見

せ
て
い
る
。
協
加
を
成
す
光
と
色
彩
が
、
揺
ら
め
き
あ
い
せ
め
ぎ
あ

い
な
が
ら
、
キ
ラ
キ
ラ
と
私
の
限
の
底
に
映
っ
て
い
る
。
昨
日
は

六
、
七
時
間
も
激
し
い
雨
が
降
り
止
ま
な
か
っ
た
が
、
今
日
は
晴

れ
上
っ
た
の
で
、
ひ
と
り
足
の
お
も
む
く
ま
斗
湖
の
商
岸
に
や
っ

で
き
て
、
雨
上
り
の
湖
畔
の
景
色
を
見
て
い
る
の
だ
。

こ
の
他
、
《
月
一
光
》
で
は
、
僅
か
三
つ
で
死
ん
だ
女
の
子
の
亡
き

骸
が
収
め
ら
れ
た
揺
り
箆
は
、
日
石
の
関
か
ら
も
れ
て
く
る
清
烈
で

軽
や
か
な
」
、
持
の
流
れ
の
官
、
野
バ
ラ
の
茶
々
た
る
香
り
、
そ
し
て

あ
た
り
一
部
に
ふ
り
そ
ふ
ぐ
月
光
に
包
ま
れ
て
在
る
。
《
酔
い
の
果

て
に
》
で
は
、
ア
ル
中
の
男
が
、
子
供
の
頃
遊
ん
だ
廃
閣
の
中
で
不

③
 

思
議
な
夢
を
見
て
一
夜
を
過
す
。
《
自
然
》
で
、
身
よ
り
の
な
い
少

女
が
、
人
間
の
心
に
巣
喰
う
差
別
の
心
を
嘆
く
の
は
初
秋
の
森
の
木

均一@

陰
で
あ
り
、
《
鐘
の
音
》
で
は
、
中
秋
の
月
に
、
果
な
く
破
れ
た
初

恋
の
思
い
出
が
蘇
る
。

こ
の
よ
う
に
、
思
い
に
ま
か
せ
ぬ
人
事
、
動
も
す
れ
ば
思
い
も
か

け
ぬ
不
幸
に
陥
り
が
ち
な
人
生
、
そ
れ
に
対
し
て
、
そ
の
運
行
は
一

定
し
、
循
環
し
て
永
く
尽
る
こ
と
が
な
い
常
住
不
易
の
自
然
を
対
置

す
る
と
い
う
作
品
構
造
は
、
前
章
で
の
分
類
を
越
え
て
《
春
雨
の
夜
》

集
全
体
に
わ
た
っ
て
広
く
認
め
ら
れ
る
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
る
。
そ

し
て
、
右
の
よ
う
な
作
品
構
造
は
、
実
は
我
々
に
と
っ
て
決
し
て
目

新
し
い
も
の
で
は
な
い
。
何
故
な
ら
、
失
意
の
胸
中
を
、
あ
る
い
は

率
斑
に
あ
る
い
は
レ
ト
ル
カ
ル
に
関
適
の
情
と
し
て
吐
露
す
る
と

き
、
旅
の
途
次
の
、
流
請
の
地
の
自
然
を
対
霞
さ
せ
る
と
い
う
文
学

的
手
法
は
、
こ
の
閣
の
古
典
詩
の
作
家
達
の
い
わ
ば
常
蛮
手
段
に
属

す
る
か
ら
で
あ
る
。
社
甫
の
《
春
翠
》
、
柳
宗
一
冗
の
《
江
雪
》
な
ど
、

今
更
例
を
あ
げ
る
ま
で
も
あ
る
ま
い
。
出
家
の
子
弟
に
生
れ
、
中
学

に
あ
が
る
ま
で
は
、
私
撃
に
学
ぶ
と
い
う
古
い
教
育
を
受
け
た
統
照

に
と
っ
て
、
最
も
親
し
み
の
あ
る
文
学
ジ
ャ
ン
ル
の
ひ
と
つ
が
古
典

詩
の
世
界
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。
と
す
れ

ば
、
そ
こ
に
在
る
文
学
的
方
法
や
、
作
品
構
造
は
、
彼
に
お
い
て
は

ほ
と
ん
ど
骨
が
ら
み
の
も
の
で
あ
っ
た
と
い
っ
て
も
い
い
す
ぎ
で
は

な
か
ろ
う
。
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科
学
史
家
ト
!
マ
ス
・
ク

i
ン
は
、
科
学
に
お
け
る
法
則
の
発
見

が
、
観
察
(
経
験
)
に
よ
る
デ
ー
タ
の
蓄
積
の
増
大
に
よ
っ
て
行
な

わ
れ
る
と
い
う
従
来
の
科
学
史
の
常
識
を
く
つ
が
え
し
、
パ
ラ
ダ
イ

ム
(
認
識
の
わ
く
組
み
)
の
優
位
先
行
に
よ
る
、
む
し
ろ
演
緯
的
な



母

方
法
に
よ
っ
て
遂
行
さ
れ
て
き
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
村
上
陽

一
郎
の
一
世
間
を
か
り
れ
ば
、

わ
れ
わ
れ
人
間
の
認
識
は
、
な
ん
ら
か
の
理
論
的
概
念
枠
な
し
に

@
 

は
行
わ
れ
得
な
い

の
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
は
、
作
家
と
作
品
ハ
特
に
リ
ア
リ
ズ
ム
に
お
い
て
)
に

つ
い
て
も
あ
て
は
ま
る
の
で
は
な
い
か
。
つ
ま
り
、
作
家
が
作
品
に

お
い
て
描
き
出
す
現
実
像
は
、
作
家
自
身
が
夜
接
人
生
経
験
に
よ
っ

て
わ
り
だ
し
て
く
る
も
の
で
は
な
く
、
出
品
〈
際
に
は
先
行
す
る
文
学
に

お
け
る
現
出
火
認
識
の
範
裂
に
よ
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に

考
え
る
時
、
我
々
は
《
森
雨
の
夜
》
が
、
既
に
リ
ア
リ
ズ
ム
の
基
識

を
も
っ
て
い
な
が
ら
、
つ
い
に
セ

γ
チ
メ

γ
タ
リ
ズ
ム
の
肉
大
気
を
払

拭
で
き
な
か
っ
た
所
以
に
思
い
至
る
。
そ
れ
は
、
彼
が
経
験
的
に
つ

か
み
と
り
、
作
品
に
お
い
て
組
み
立
て
た
現
実
認
識
の
あ
ら
わ
れ
で

は
な
く
、
む
し
ろ
ひ
と
つ
の
文
化
的
範
型
、
い
わ
ば
文
学
的
エ
ー
ト

ス
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
か
。
と
す
れ
ば
、

《
春
阪
の
雨
》
と
《
山
市
》
の
間
に
あ
る
変
化
も
自
ず
と
了
解
で
き

る
よ
う
に
思
う
。
つ
ま
り
、
《
春
一
仰
の
夜
》
以
後
主
統
照
は
、
漸
次

右
に
み
ら
れ
る
が
ご
と
き
伝
統
的
な
文
学
的
範
裂
を
脱
し
て
行
っ
た

(
あ
る
い
は
、
一
一

0
年
代
後
半
か
ら
一
一
一

0
年
代
に
か
け
て
、
中
国
文

に
お
け
る
パ
ラ
ダ
イ
ム
そ
の
も
の
の
転
換
が
あ
っ
た
〉
の
で
あ
り
、

《
山
雨
》
は
、
《
春
雨
の
夜
》
と
は
ん
ふ
く
加
の
文
学
的
範
裂
に
よ
っ

て
い
る
の
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

例
え
ば
、
作
品
に
お
け
る
自
然
の
取
り
扱
い
方
と
い
う
一
現
象
に

限
っ
て
み
て
も
、
そ
こ
に
異
質
な
構
造
が
み
て
と
れ
る
。

叫
下
は
、
か
つ
て
山
東
大
学
で
統

mm
の
教
え
を
受
け
た
郭
一
同
文
の

回
想
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。

ぬ
γ

あ
る
冬
の
夜
、
統
照
は
郭
に
シ
エ
リ
ー
の
《
西
風
に
寄
せ
る
歌
》

の
話
を
し
た
。
郭
が

そ
の
怒
号
す
る
「
西
風
」
と
、
「
山
雨
来
た
ら
ん
と
欲
し
て
、

風
竹
中
に
満
つ
い
の
「
山
雨
」
と
は
、
ま
さ
に
同
工
異
曲
で
す
ね

と
云
う
と
、
《
西
風
に
寄
せ
る
歌
》
に
啓
発
さ
れ
た
こ
と
を
認
め
、

《
山
雨
》
と
《
西
風
に
寄
せ
る
歌
》
と
を
向
日
に
論
ず
る
こ
と
は
で

き
ぬ
と
謙
遜
し
た
上
で
、

し
か
し
、
私
の
場
合
も
、
人
民
革
命
関
争
の
荒
々
し
さ
を
山
部

の
威
力
に
騎
え
た
の
で
す

と
一
品
川
っ
た
。
吏
に
、
シ
ェ
リ
!
と
同
時
代
の
一
詩
人
の
言
葉
「
自
然

の
景
象
を
化
し
て
思
想
と
な
し
、
思
想
を
化
し
て
自
然
の
景
象
と
な

す

i
i
こ
れ
が
天
才
の
秘
密
で
あ
る
い
を
引
い
て

( 60 ) 

《
西
風
に
る
歌
》
で
は
、
と
こ
ろ
で
践
風
、
海
洋
、

樹
木
な
ど
の
自
然
の
景
品
本
を
借
り
て
詩
人
自
身
の
思
想
や

て
い
る
で
し
ょ
う
。

l
i
「
自
然
の
景
象

:
i
h
F
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を
化
し
て
思
想
と
な
す
」
で
す
よ
。
詩
人
は
ま
た
、
歪
る
と
こ
ろ

で
自
分
の
思
怒
、
感
情
、
捜
か
な
イ
メ
ー
ジ
を
も
っ
て
、
自
然
の

景
象
を
描
き
出
し
て
い
ま
す
。
自
己
の
イ
メ
ー
ジ
を
、
吹
き
す
さ

ぶ
部
成
、
荒
れ
狂
う
波
、
流
れ
ゆ
く
雲
と
と
も
に
疾
駆
さ
せ
て
い

ま
す
。

i
i
「
思
恕
を
化
し
て
自
然
の
景
象
と
な
す
い
で
す
。

と
説
明
し
て
い
る
。

右
の
ご
と
く
、
《
山
雨
》
に
お
い
て
は
、
自
然
現
象
に
人
間
の
思

想
、
感
情
、
社
会
現
象
な
ど
を
仮
託
す
る
と
い
う
(
お
そ
ら
く
外
国

文
学
の
影
響
に
よ
る
と
思
わ
れ
る
)
新
し
い
文
学
的
範
裂
に
よ
る
自

然
描
写
が
行
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
我
々
は
、
《
春
雨
の

夜
》
と
《
山
部
》
と
の
間
に
は
、
作
者
五
統
熊
に
お
け
る
文
学
的
範

裂
の
速
い
が
あ
る
こ
と
、
即
ち
作
品
に
お
け
る
現
実
認
識
の
変
化
が

あ
る
こ
と
を
知
り
う
る
の
で
あ
る
。

か
ね
て
か
ら
、
主
統
照
に
対
す
る
茅
腐
の
、
事
実
に
つ
く
か
に
見

え
て
突
は
観
念
的
で
関
式
的
な
評
価
に
飽
き
足
ら
ぬ
も
の
を
感
じ
、

更
に
は
そ
の
よ
う
な
茅
腐
の
評
仰
が
無
批
判
に
踏
襲
さ
れ
一
向
に
改

ま
る
気
配
が
な
い
こ
と
に
苛
立
ち
を
覚
え
て
い
た
。

五
回
作
家
迷
が
各
々
も
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
豊
か
な
可
能
性
を
採

る
と
い
う
所
期
の
目
的
を
達
す
る
た
め
に
は
、
ま
ず
彼
ら
が
背
負
わ

さ
れ
て
き
た
「
神
話
」
を
打
ち
壊
さ
ね
ば
な
る
ま
い
と
思
う
。
拙
論

に
お
い
て
そ
れ
が
成
功
し
て
い
る
か
否
か
甚
だ
心
も
と
な
い
。
大
方

の
御
叱
正
を
仰
ぐ
次
第
で
あ
る
。

(注〉
@
問
題
ハ
春
風
之
夜
…
九
二
四
年
商
務
印
書
館
発
行
次
の
一
一
十
編
を
収

め
る
G

需
用
、
況
忠
、
鞭
痕
、
選
一
一
一
一
問
、
春
南
之
夜
、
月
影
、
伴
死
人
的
一

夜
、
酔
後
、
警
鋭
守
、
山
道
之
側
、
微
笑
、
自
然
、
十
五
年
后
、
在
劇
場

中
、
一
概
之
筒
、
湖
畔
児
語
、
鎧
戸
、
雨
夕
、
史
、
会
之
后
、
技
芸
。
な

お
、
拍
論
に
お
い
て
は
《
王
統
照
文
集
》
第
一
巻
一
九
八

O
年
山
東
人
民

封
坂
祉
を
用
ρ
た。

1
1
}
;
:
j
1
:
 

②
原
題
日
対
晶
子
批
い
ず
家
的
希
望
《
熱
風
》
所
収

③
問
問
題
い
円
近
間
υ
吋
期
小
説
批
浮
概
治
文
学
部
治
必
刊
十
一
号
一
九
八

二
年
一
一
月

@
③
に
よ
れ
ば
衿
締
《
王
銃
照
君
的
円
葉
昏
H

》
小
説
月
披
十
四
巻
九
号
一

九
一
一
三
年
九
月
の
批
評
は
こ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
。

⑥
原
題
り
隔
膜
一
九
二
二
年
商
務
印
書
館
。
葉
翠
陶
の
第
一
短
編
集

⑥
原
題
一
徴
笑
小
説
月
報
十
一
一
一
巻
九
号
一
九
二
二
年
九
月
原
載

一
⑦
中
間
お
よ
び
日
本
の
各
種
の
中
国
現
代
文
家
史
、
文
学
事
典
に
お
け
る
主

統
照
に
関
す
る
記
述
は
、
ほ
と
ん
ど
全
て
茅
脂
説
を
祖
述
し
た
も
の
で
あ

る。
⑧
原
題
υ

酔
後
(
后
〉
原
載
誌
未
詳

⑨
原
題
い
い
以
芝
小
説
月
報
十
四
巻
七
号
一
九
二
一
一
一
号
五
月
原
裁

議
《
感
傷
に
つ
い
て
》
人
生
論
ノ
ー
ト
所
収

。
原
題
日
円
五
回
υ

小
涜
創
作
方
法
問
題
文
学
坪
浩
一
九
八
二
年
五
期
。

他
に
唐
技
主
編
《
中
国
現
代
文
学
史
》
第
一
巻
一
九
八
一
年
人
民
文
学
出

版
社
に
も
同
様
の
記
述
が
み
ら
れ
る
。
但
し
、
両
者
と
も
茅
盾
説
に
対
抗

(
了
)
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す
べ
き
積
極
的
な
ア
ン
チ
テ
ー
ゼ
を
提
出
し
て
お
ら
ず
、
発
展
説
を
な
ぞ

っ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。

⑩
平
凡
社
版
哲
学
事
典

⑬
原
題
一
遺
音
小
説
月
報
十
二
巻
一
一
一
号
一
九
一
二
年
一
一
一
月
原
載

。
原
題
:
月
影
小
説
月
報
十
二
巻
七
号
一
九
一
二
年
七
月
原
載

⑮
原
題
υ

伴
死
人
的
一
夜
文
学
府
報
七
期
一
九
一
二
年
七
月
原
載

品
問
題
υ

生
与
死
的
一
行
列
小
説
月
報
十
五
巻
一
期
一
九
二
四
年
一
月
原

載
。
後
短
編
集
《
涌
痕
》
に
収
め
る
。

⑫
掠
題
一
・
山
道
之
側
文
学
問
報
一
一
三
期
一
九
二
二
年
一
一
一
月
原
載

ゆ
原
同
地
ハ
…
欄
之
焔
小
説
月
報
十
一
一
一
巻
二
号
一
九
二
二
年
二
月
涼
載

(
綿
一
原
題
一
湖
畔
児
諮
東
方
雑
誌
十
九
巻
十
八
号
一
九
一
三
年
九
月
原
載

ゆ
《
告
の
あ
し
た
》
原
題
一
日
常
后
路
光
二
巻
二
号
一
九
一
二
年
一
一
一
月
原
載

参
照
。

⑫
《
十
五
年
の
後
に
》
原
題
川
十
五
年
後
文
学
問
報
四
九
J
五
一
、
五
回

期
連
載
一
九
二
一
一
年
九
月

1
十
一
月
参
照
。

⑫
老
舎
《
務
蛇
祥
子
》
の
小
福
子
な
ど
。

⑨
ゴ

l
リ
キ
ー
は
、
《
文
学
入
門
》
青
木
文
庫
所
収
に
お
い
て
「
批
評
的
リ

プ
リ
ズ
ム
は
お
の
ず
と
、
ま
た
当
然
の
こ
と
と
し
て

pt活
の
否
定
的
な

諸
現
象
b

を
と
り
あ
っ
か
う
こ
と
を
内
専
門
と
し
て
い
た
h

の
で
あ
る
」

と
述
べ
て
い
る
。

⑫
中
村
光
夫
《
風
谷
小
説
論
》
新
潮
文
賂
所
収

⑮
広
松
渉
《
物
象
化
論
の
構
制
と
射
程
》
思
想
ハ
岩
波
書
応
)
一
九
八
一
一
一

ロド'コ
J

ヰ
ゴ
叶
4
3

ノ
よ
ご
っ
，
j
ノ
[
一

ゆ
茅
扇
《
一
威
内
侃
娩
之
h

》

⑫
茅
盾
ハ
東
方
未
明
)
《
王
統
照
的
内
山
雨
』
》

事
ロ
マ
ン
・
ヤ
コ
プ
ソ
ン
《
芸
術
に
於
け
る
リ
ア
リ
ズ
ム
に
つ
い
て
》

シ
ア
・
フ
ォ
ル
マ
リ
ズ
ム
文
学
論
集
1
せ
り
か
書
房
一
九
八
二
年
三
月

品
精
舎
に
向
じ
。
文
学
照
報
八
巻
二
十
期
一
九
二
九
年
五
月

窃
原
題
一
山
一
間
一
九
三
三
年
間
明
書
広
初
版
発
行
。
な
お
《
山
雨
》
に
つ

い
て
は
、
拙
稿
《
王
統
照
『
山
雨
』
に
つ
い
て
》
中
忠
文
化
四

O
号
一
九

八
二
年
を
参
照
し
て
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。

母
⑫
に
同
じ
。

争
里
見
拝
藤
村
全
集
第
一
一
一
巻
付
録

部J

涼
題
h

u

沈
思
小
説
月
報
十
二
巻
二
万
一
九
二
一
年
一
月
原
載

@
ゅ
に
同
じ
。

(
⑮
原
題
一
自
然
小
説
月
報
十
一
一
一
巻
八
号
一
九
二
二
年
八
月
原
載

⑮
原
題
一
鎧
戸
小
説
月
報
十
一
一
一
巻
十
二
号
一
九
二
二
年
十
二
月
原
載

⑨
ト

1
マ
ス
・
ク
i
ン
《
科
学
革
命
の
構
造
》
み
す
ず
書
房
一
九
七
一
年
初

版
⑧
村
上
陽
一
郎
《
近
代
科
学
を
超
え
て
》
日
本
経
済
新
聞
社
一
九
七
四
年
初

仁
川
仏

ぬ
〉
郭
同
文
《
象
現
海
山
一
祥
を
翠
i
i記
者
作
家
王
銃
照
先
生
》
新
港
十

二
期
一
九
人

O
年

9
3
2プ∞
3
g
g
z
-
4
(見
詰

l
H∞M
M
)
U
2
0
含
什
O

任
命
巧

Z
巧
百
仏
=

(
一
部
呂
〉

ロ
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