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一

　
近
頃
読
ん
だ
い
ろ
い
ろ
な
文
章
の
な
か
で
、
私
が
特
に
こ
ゝ
で
そ
の
読
後

感
を
述
べ
た
い
と
思
ふ
の
は
、
そ
れ
が
今
の
私
に
と
つ
て
可
な
り
重
要
な
問

題
を
含
ん
で
を
り
、
そ
れ
の
い
づ
れ
か
ら
も
非
常
に
珍
し
い
感
動
を
う
け
、

し
か
も
、
そ
れ
ら
が
揃
ひ
も
揃
つ
て
、
所
謂
「
非
職
業
作
家
」
の
手
に
な
つ

た
と
こ
ろ
の
、
甚
だ
示
唆
に
富
ん
で
ゐ
る
二
つ
の
「
記
録
」
で
あ
る
。

　
先
づ
最
初
に
あ
げ
た
い
の
は
、
女
医
小
川
正
子
さ
ん
の
手
記
「
小
島
の
春
」

で
あ
る
。
も
う
大
ぶ
ん
前
の
こ
と
だ
が
、
何
気
な
く
家
人
が
そ
れ
を
読
む
の

を
聴
い
て
ゐ
る
う
ち
に
、
私
は
、
こ
れ
は
え
ら
い
本
が
出
た
と
思
ひ
、
感
興
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の
深
ま
る
に
つ
れ
て
、
こ
の
本
は
是
非
日
本
の
多
く
の
人
に
読
ま
せ
た
い
と

い
ふ
気
に
な
つ
た
。
私
は
暇
を
得
て
、
そ
れ
を
も
う
一
度
読
み
な
ほ
し
て
み

た
。
と
こ
ろ
が
、
あ
る
と
こ
ろ
ま
で
読
み
す
ゝ
ん
で
行
く
と
、
私
は
文
字
ど

ほ
り
泣
か
れ
て
し
ま
ひ
、
そ
れ
も
、
ひ
と
と
こ
ろ
ふ
た
と
こ
ろ
と
い
ふ
の
で

は
な
く
、
ほ
と
ん
ど
読
み
終
る
ま
で
涙
を
拭
く
ひ
ま
が
な
い
く
ら
ゐ
で
あ
つ

た
。
こ
ん
な
こ
と
は
私
は
未
だ
嘗
て
経
験
し
た
こ
と
は
な
い
。
尤
も
、
た
ま

に
は
、
下
ら
ぬ
芝
居
や
講
談
な
ど
で
つ
い
涙
ぐ
む
や
う
な
こ
と
が
あ
る
と
、

き
ま
つ
て
後
で
腹
の
た
つ
こ
と
う
け
あ
ひ
で
、
さ
う
い
ふ
効
果
を
ね
ら
つ
た

一
切
の
も
の
を
私
は
排
撃
し
て
来
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
私
は
断
言
す
る

が
、
こ
の
「
小
島
の
春
」
か
ら
う
け
た
強
烈
な
印
象
は
、
決
し
て
さ
う
い
ふ

後
口
の
わ
る
い
も
の
で
は
な
く
、
寧
ろ
こ
の
感
動
の
純
粋
さ
は
、
自
分
の
心
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が
た
え
ず
求
め
て
ゐ
る
素
朴
さ
を
や
つ
と
と
り
か
へ
し
た
証
拠
だ
と
い
ふ
風

に
み
た
の
で
あ
る
。

著
者
の
「
後
記
」
は
こ
ん
な
文
句
で
は
じ
ま
つ
て
ゐ
る
。

　
「
い
つ
の
事
で
あ
つ
た
ら
う
。
園
長
先
生
が
検
診
行
の
記
録
は
全
部
く
は

　
し
く
書
い
て
置
き
な
さ
い
。
時
が
た
つ
と
そ
の
時
の
気
分
が
う
す
ら
い
で

　
千
遍
一
律
の
物
に
な
つ
て
し
ま
ふ
か
ら
「
そ
の
度
々
直
ぐ
に
書
き
残
し
て

　
お
く
ん
で
す
な
。
土
佐
日
記
は
出
来
て
ま
す
か
」
と
仰
言
つ
た
。
私
が
目

　
を
丸
く
し
て
先
生
の
後
に
突
つ
立
つ
て
居
る
と
「
出
張
し
て
そ
の
報
告
書

　
を
提
出
す
る
の
は
官
吏
と
し
て
の
義
務
で
す
よ
」
と
重
ね
て
仰
言
ら
れ
た
。

　
義
務
と
い
ふ
お
言
葉
が
強
く
心
に
残
つ
た
事
が
い
ま
忘
れ
ら
れ
な
い
。
さ

　
う
し
て
拙
い
手
記
が
出
来
上
つ
た
。
」
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ま
た
、
か
う
い
ふ
一
節
が
あ
る
。

　
「
現
代
文
化
の
中
に
あ
り
、
皇
恩
の
あ
ま
ね
き
日
に
さ
へ
な
ほ
病
者
の
歎

　
き
は
深
い
の
に
、
今
か
ら
四
十
年
も
前
の
遺
伝
思
想
の
中
に
救
ひ
の
手
の

　
乏
し
か
つ
た
日
の
病
者
達
の
み
じ
め
さ
は
想
ひ
を
超
ゆ
る
も
の
が
あ
つ
た

　
で
あ
ら
う
。
そ
の
頃
か
ら
病
者
の
姿
を
凝
視
し
て
い
ら
つ
し
や
つ
た
先
生

　
に
は
私
達
の
知
ら
な
い
深
い
悲
惨
な
病
者
の
実
情
、
出
来
事
が
山
の
様
に

　
そ
の
胸
の
中
に
畳
み
込
ま
れ
て
あ
る
に
違
ひ
な
い
。
然
し
先
生
は
何
も
仰

　
言
ら
ず
、
ま
た
書
か
れ
も
さ
れ
ぬ
。
」

更
に
、
そ
の
先
に
、

　
「
少
し
で
も
私
が
こ
の
道
に
役
立
つ
た
事
が
あ
つ
た
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は

　
皆
そ
の
処
々
に
於
て
隠
れ
た
る
多
く
の
尽
力
者
が
あ
つ
た
か
ら
で
あ
る
。
」
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小
川
正
子
さ
ん
は
昭
和
四
年
に
東
京
女
子
医
専
を
卒
業
し
、
同
七
年
、
長

島
の
国
立
癩
療
養
所
に
職
を
得
、
爾
来
七
年
間
、
光
田
園
長
の
指
導
下
に
、

同
園
長
の
言
葉
を
藉
り
れ
ば
『
診
療
の
間
を
利
用
し
、
「
つ
れ
／
″
＼
の
友

と
な
れ
」
て
ふ
御
歌
の
御
心
を
畏
み
て
、
土
佐
、
徳
島
、
岡
山
等
各
地
の
患

家
訪
問
』
を
試
み
た
。
そ
の
記
録
が
こ
の
「
小
島
の
春
」
な
の
で
あ
る
。

光
田
園
長
の
序
文
の
冒
頭
　
　

　
「
女
医
が
癩
救
療
に
一
地
歩
を
築
き
た
る
は
日
本
医
学
史
に
特
筆
す
べ
き

　
事
実
で
あ
る
。
先
づ
服
部
け
さ
子
女
史
の
草
津
聖
バ
ル
ナ
バ
医
院
に
於
け

　
る
、
全
生
に
於
て
西
原
蕾
、
嵐
正
の
二
女
史
の
如
き
、
大
島
に
高
橋
竹
代

　
女
史
あ
り
、
我
が
愛
生
園
に
は
曩
に
大
西
富
美
子
女
史
あ
り
、
本
篇
の
著

　
者
小
川
正
子
女
史
あ
り
。
皆
一
身
を
此
事
業
に
擲
つ
て
悔
な
き
の
決
心
を
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有
し
、
両
親
親
戚
の
勧
告
に
耳
を
藉
さ
ず
、
世
人
の
批
評
に
頓
着
な
き
男

　
ま
さ
り
の
徒
で
あ
る
。
」

そ
れ
か
ら
、
光
田
園
長
は
女
史
を
評
し
て
か
う
い
ふ
。

　
「
女
子
の
臨
床
上
に
も
一
事
を
忽
せ
に
す
る
事
の
出
来
な
い
特
性
は
家
庭

　
訪
問
の
上
に
も
到
る
処
発
揮
せ
ら
れ
て
ゐ
る
。
（
中
略
）
此
熱
誠
の
根
源

　
は
何
れ
の
処
よ
り
来
る
の
で
あ
る
か
、
之
れ
は
畏
れ
多
い
事
で
は
あ
る
が
、

　
上
、
皇
太
后
陛
下
の
御
軫
念
を
奉
戴
し
、
私
か
に
御
使
で
あ
る
と
自
任
す

　
る
強
烈
な
る
信
念
よ
り
迸
り
出
づ
る
か
ら
で
あ
ら
う
と
信
ず
る
。
」

　
さ
て
、
以
上
、
著
者
並
に
光
田
園
長
の
言
葉
に
よ
つ
て
、
小
川
正
子
さ
ん

と
い
ふ
女
性
が
ど
う
い
ふ
環
境
に
身
を
置
き
、
ど
う
い
ふ
仕
事
に
生
涯
を
委

ね
て
ゐ
た
人
か
と
い
ふ
こ
と
が
あ
ら
ま
し
わ
か
る
と
思
ふ
。
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そ
こ
で
、
私
は
、
こ
の
書
物
に
よ
つ
て
救
癩
事
業
の
一
般
を
知
り
、
こ
れ

を
現
代
の
社
会
問
題
と
し
て
考
察
し
、
こ
の
事
業
に
終
生
を
献
げ
つ
ゝ
あ
る

人
々
の
名
前
を
世
人
は
記
憶
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
い
ふ
や
う
な
こ
と
を
今
更
云

ひ
た
く
は
な
い
の
で
あ
る
。

　
も
ち
ろ
ん
、
そ
れ
が
こ
の
書
物
の
第
一
義
的
存
在
理
由
で
あ
ら
う
け
れ
ど

も
、
寧
ろ
私
は
、
こ
の
書
物
を
書
い
た
た
め
に
、
小
川
正
子
さ
ん
が
他
の
同

僚
や
先
輩
た
ち
よ
り
も
、
そ
の
道
で
特
に
「
英
雄
的
な
人
物
」
に
は
な
つ
て

ほ
し
く
な
い
。
ま
た
、
小
川
さ
ん
自
身
も
そ
れ
を
望
ま
れ
な
い
こ
と
は
明
か

で
あ
る
。
従
つ
て
、
こ
の
記
録
を
通
し
て
、
著
者
が
自
ら
語
る
と
こ
ろ
の
行

為
は
、
公
人
と
し
て
の
半
面
と
私
人
と
し
て
の
半
面
と
に
分
け
て
考
へ
な
け

れ
ば
、
そ
の
善
さ
も
美
し
さ
も
、
著
者
固
有
の
も
の
と
は
な
ら
な
い
と
こ
ろ
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に
、
作
品
自
体
の
微
妙
な
価
値
標
準
が
存
す
る
こ
と
を
注
意
し
な
け
れ
ば
な

ら
ぬ
。

　
こ
の
点
は
、
現
在
の
多
く
の
戦
争
記
録
な
ぞ
も
同
様
で
、
作
者
が
自
ら

「
こ
の
戦
争
を
戦
つ
て
ゐ
る
」
そ
の
行
為
の
全
貌
の
な
か
で
、
既
に
「
わ
が

兵
士
」
と
し
て
の
姿
が
絶
対
的
な
あ
る
も
の
を
押
し
つ
け
る
。
そ
れ
が
如
何

に
無
意
識
的
な
も
の
で
あ
つ
て
も
、
読
者
は
、
胸
を
ひ
ろ
げ
て
こ
れ
を
享
け

容
れ
ざ
る
を
得
ぬ
ひ
と
つ
の
「
感
動
素
」
が
あ
つ
て
、
こ
れ
だ
け
は
必
要
に

応
じ
て
批
評
の
圏
外
に
お
く
こ
と
も
で
き
る
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
が
、
「
小
島
の
春
」
で
は
、
著
者
が
如
何
に
公
職
を
表
看
板
に
し

よ
う
と
も
、
そ
れ
は
問
題
に
な
ら
な
い
ほ
ど
、
著
者
の
人
間
と
し
て
、
女
性

と
し
て
の
豊
か
で
素
直
な
心
が
、
物
語
ら
れ
る
す
べ
て
の
事
象
の
な
か
に
浮

10一対の美果



き
出
て
ゐ
て
、
読
む
も
の
ゝ
胸
に
、
哀
し
み
は
深
く
、
喜
び
は
高
ら
か
に
伝

は
つ
て
来
る
。

　
な
る
ほ
ど
、
一
方
か
ら
云
へ
ば
、
癩
患
者
の
風
貌
と
か
心
理
と
か
い
ふ
や

う
な
異
常
に
凄
惨
な
描
写
が
到
る
と
こ
ろ
に
あ
つ
て
、
こ
れ
が
全
篇
の
最
も

緊
張
し
た
部
分
を
な
し
て
は
ゐ
る
が
、
さ
う
い
ふ
場
面
の
取
扱
ひ
が
決
し
て

刺
戟
的
で
な
く
、
却
つ
て
控
へ
目
と
さ
へ
云
へ
る
く
ら
ゐ
で
あ
る
の
に
、
一

人
の
患
者
を
囲
む
そ
の
家
庭
の
空
気
な
ど
は
、
名
状
す
べ
か
ら
ざ
る
迫
真
性

と
切
々
た
る
感
情
の
昂
揚
の
う
ち
に
描
き
だ
さ
れ
、
し
か
も
、
第
三
者
を
し

て
聊
か
も
絶
望
的
な
暗
さ
の
な
か
に
陥
ら
し
め
な
い
そ
の
筆
は
、
一
体
、
何

処
か
ら
生
れ
る
の
で
あ
ら
う
。

「
土
佐
の
秋
」
中
の
「
秋
風
の
曲
」
や
、
「
再
び
土
佐
へ
」
中
の
「
暁
の
鐘
」
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や
、
「
国
境
の
春
」
中
の
「
合
歓
の
花
」
や
、
「
榾
火
」
や
、
「
淋
し
き
父

母
」
中
の
「
旧
家
の
嘆
き
」
や
、
「
小
島
の
春
」
中
の
「
桃
畑
の
女
」
や
、

「
哀
別
離
苦
」
や
、
こ
れ
ら
数
々
の
挿
話
の
も
つ
「
悲
劇
味
」
の
云
は
ゞ
古

典
的
な
美
し
さ
は
、
今
日
の
如
何
な
る
文
学
の
な
か
に
も
見
出
し
得
な
い
と

い
ふ
こ
と
を
、
私
は
、
ふ
と
考
へ
、
「
近
代
」
が
脱
ぎ
す
て
た
か
に
み
え
る

こ
の
衣
装
の
ど
こ
か
に
、
「
現
代
」
を
装
ふ
に
足
る
新
し
さ
が
あ
り
は
せ
ぬ

か
と
真
面
目
に
首
を
ひ
ね
つ
た
。

　
厳
格
に
云
ふ
な
ら
ば
、
こ
の
著
者
は
、
文
筆
を
専
門
と
す
る
や
う
な
修
業

は
し
て
ゐ
な
い
で
あ
ら
う
し
、
こ
と
に
、
も
と
も
と
か
う
い
ふ
形
で
世
に
問

ふ
べ
く
書
か
れ
た
作
品
で
は
な
い
と
い
ふ
と
こ
ろ
か
ら
、
散
文
と
し
て
月
並

な
形
容
や
調
子
が
ち
よ
い
ち
よ
い
混
つ
て
は
ゐ
る
が
、
全
体
と
し
て
、
流
暢
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な
、
水
々
し
い
文
章
で
、
間
に
挟
ん
だ
一
連
の
和
歌
の
、
奔
放
に
歌
ひ
は
な

し
て
あ
る
の
が
、
昔
の
日
記
文
学
に
通
ず
る
風
趣
を
添
へ
、
烈
々
た
る
精
神

と
行
為
と
が
、
「
も
の
ゝ
あ
は
れ
」
の
近
代
的
表
現
と
な
つ
て
、
当
節
珍
し

い
形
式
の
報
告
文
学
を
作
り
あ
げ
て
ゐ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
二

　
さ
う
い
ふ
わ
け
で
、
私
が
「
小
島
の
春
」
か
ら
う
け
た
感
銘
は
、
一
言
に

し
て
云
ひ
難
い
が
、
こ
れ
を
要
約
す
れ
ば
、

　
一
、
か
う
い
ふ
女
性
が
か
う
い
ふ
事
業
に
こ
れ
ほ
ど
ま
で
に
一
身
を
献
げ

て
ゐ
る
と
い
ふ
驚
異
的
な
事
実
は
ま
づ
措
く
と
し
て
、
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二
、
下
村
海
南
氏
の
序
文
に
も
、
「
一
等
国
で
あ
る
日
本
に
は
、
ま
だ
癩

の
患
者
が
到
る
と
こ
ろ
に
、
医
療
の
手
当
に
も
恵
ま
れ
ず
に
散
ら
か
つ
て
ゐ

る
。
欧
米
各
国
で
は
患
者
の
全
部
が
隔
離
さ
れ
収
容
さ
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
に
手

当
を
う
け
て
余
生
を
送
つ
て
ゐ
る
。
そ
う
し
た
患
者
が
相
次
い
で
天
命
を
終

つ
た
時
に
、
そ
の
国
に
は
癩
が
絶
滅
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
日
本
で
は
ま
だ
万

余
を
数
へ
る
伝
染
病
毒
を
持
つ
不
幸
な
る
患
者
が
野
放
し
に
な
つ
て
ゐ
る
の

で
あ
る
」
と
書
か
れ
て
あ
る
が
、
そ
の
事
実
は
私
も
予
ね
〳
〵
聞
き
知
つ
て
、

他
の
一
般
社
会
施
設
の
不
備
と
と
も
に
、
わ
が
国
の
恥
辱
だ
と
思
つ
て
ゐ
た

の
だ
が
、
今
日
ま
で
さ
う
い
ふ
状
態
に
放
置
さ
れ
て
ゐ
る
原
因
の
最
も
大
き

な
ひ
と
つ
に
つ
い
て
、
私
は
こ
の
「
小
島
の
春
」
に
は
じ
め
て
教
へ
ら
れ
た

と
云
つ
て
よ
く
、
そ
れ
は
、
も
つ
と
研
究
を
し
て
み
な
け
れ
ば
は
つ
き
り
し
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た
こ
と
は
云
へ
な
い
け
れ
ど
も
、
少
く
と
も
、
そ
の
大
き
な
原
因
の
ひ
と
つ

と
い
ふ
も
の
を
ま
ざ
ま
ざ
と
知
ら
さ
れ
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
わ
れ
わ
れ
は
、

所
謂
日
本
人
と
し
て
、
声
高
に
日
本
を
弁
護
す
る
と
こ
ろ
ま
で
押
し
や
ら
れ

さ
う
に
も
な
る
。
が
、
そ
れ
と
は
別
の
意
味
で
、
た
ゞ
、
し
み
じ
み
と
、
わ

が
家
族
制
度
の
根
深
さ
、
恩
愛
の
束
縛
の
強
さ
に
、
胸
つ
ぶ
る
ゝ
想
ひ
が
す

る
の
で
あ
る
。

「
小
島
の
春
」
の
わ
れ
わ
れ
を
打
つ
力
の
重
点
は
、
そ
も
そ
も
、
こ
の
暴
虐

な
伝
統
的
感
情
の
、
痛
ま
し
く
も
見
事
な
詩
的
表
現
に
あ
る
と
、
私
は
極
言

し
て
憚
か
ら
ぬ
。

　
三
、
し
か
も
、
か
ゝ
る
場
面
に
立
ち
対
ふ
、
著
者
小
川
正
子
さ
ん
の
心
情

の
、
如
何
に
気
高
く
「
日
本
的
」
で
あ
り
、
健
全
に
「
女
性
的
」
で
あ
る
こ

15



と
か
！

　
こ
れ
が
ま
た
、
本
書
の
も
つ
近
来
稀
な
魅
力
を
特
色
づ
け
て
ゐ
る
の
で
あ

る
。

　
光
田
園
長
は
、
「
彼
女
等
の
患
者
に
接
す
る
や
、
診
療
の
親
切
な
る
に
加

ふ
る
に
女
性
の
綿
密
を
以
て
す
る
。
患
者
等
は
女
史
等
を
見
る
に
慈
母
の
愛

と
姉
妹
の
親
し
み
を
感
ず
る
」
と
、
述
べ
、
一
方
、
小
川
女
史
を
評
し
て
、

「
顔
を
見
れ
ば
や
さ
し
い
女
性
で
あ
る
が
、
や
る
事
は
や
む
に
や
ま
れ
ぬ
男

ま
さ
り
で
あ
る
。
（
中
略
）
此
頃
大
陸
に
銀
翼
を
振
ふ
処
の
皇
軍
海
陸
の
荒

鷲
が
、
武
装
都
市
を
爆
撃
し
て
世
界
の
人
心
を
驚
嘆
せ
し
め
て
居
る
が
、
女

史
に
し
て
男
で
あ
つ
た
な
ら
、
或
は
此
の
途
を
選
ん
だ
か
も
し
れ
な
い
」
と
、

や
ゝ
、
そ
の
活
動
ぶ
り
の
雄
々
し
さ
を
一
面
的
に
強
調
し
て
ゐ
る
け
れ
ど
も
、

16一対の美果



こ
の
手
記
を
読
む
も
の
は
、
決
し
て
、
こ
の
著
者
の
「
男
ま
さ
り
」
と
い
ふ

や
う
な
所
に
感
服
す
る
の
で
は
な
く
、
「
男
性
的
」
な
何
も
の
を
も
発
見
せ

ず
、
却
つ
て
、
「
女
性
な
れ
ば
こ
そ
」
と
い
ひ
た
い
、
柔
軟
な
、
し
か
も
、

持
続
的
な
愛
と
奉
仕
の
気
持
に
頭
が
さ
が
る
の
で
あ
る
。
例
へ
ば
、
そ
の
性

格
の
凜
々
し
さ
は
、
す
こ
し
も
、
天
性
の
潤
ひ
を
消
さ
ず
、
科
学
的
な
教
養

も
な
ん
ら
繊
細
な
感
情
の
流
露
を
妨
げ
て
ゐ
な
い
。
こ
と
に
私
に
と
つ
て
興

味
の
あ
る
こ
と
は
、
こ
の
現
代
の
イ
ン
テ
リ
女
性
、
一
向
に
自
意
識
の
過
剰

を
示
し
て
ゐ
な
い
の
み
な
ら
ず
、
批
判
的
ポ
ー
ズ
に
浮
身
を
や
つ
す
傾
向
か

ら
は
甚
だ
遠
い
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
。
従
つ
て
、
そ
の
聡
明
さ
に
は
一
点
懐

疑
の
曇
り
が
な
い
う
へ
に
、
恐
ろ
し
く
親
和
的
な
も
の
が
含
ま
れ
て
ゐ
て
、

単
純
と
も
み
え
る
ほ
ど
の
善
意
が
支
配
し
て
ゐ
る
。
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こ
の
種
の
仕
事
に
対
す
る
情
熱
は
、
あ
る
場
合
、
狂
信
的
な
身
振
り
を
伴

ふ
も
の
で
あ
ら
う
が
、
さ
う
い
ふ
と
こ
ろ
も
ま
ん
ざ
ら
な
い
と
は
云
へ
な
い

に
し
て
も
、
そ
れ
は
当
然
と
し
て
許
さ
れ
る
程
度
で
、
お
よ
そ
偽
善
的
な
臭

み
な
ど
と
い
ふ
も
の
は
微
塵
も
な
く
、
世
俗
的
な
苦
労
と
聖
女
の
や
う
な
静

け
さ
を
身
に
つ
け
な
が
ら
、
そ
れ
で
ゐ
て
、
常
に
、
書
生
つ
ぽ
ら
し
く
振
舞

ふ
あ
の
闊
達
さ
、
ど
ん
な
場
所
で
も
ユ
ウ
モ
ア
を
拾
ふ
感
覚
の
ゆ
と
り
、
ま

こ
と
に
驚
く
ば
か
り
で
あ
る
。
要
す
る
に
、
そ
の
思
想
に
も
表
現
に
も
、
不

思
議
と
西
洋
か
ぶ
れ
の
わ
ざ
と
ら
し
さ
が
な
く
、
男
の
向
ふ
を
張
る
と
い
ふ

や
う
な
厳
つ
さ
も
な
い
。
然
も
な
ん
と
い
ふ
つ
ゝ
ま
し
い
コ
ケ
ツ
ト
リ
イ
が

こ
の
一
巻
を
彩
つ
て
ゐ
る
こ
と
だ
ら
う
。
著
者
自
身
は
こ
れ
を
最
も
意
外
に

思
ふ
か
も
知
れ
ぬ
が
、
私
の
眼
が
怪
し
い
か
ど
う
か
、
大
方
の
判
断
に
委
せ

18一対の美果



る
こ
と
に
し
よ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
三

「
小
島
の
春
」
か
ら
私
が
受
け
た
印
象
の
あ
る
部
分
は
、
も
う
ひ
と
つ
の
作

品
　
　
即
ち
、
中
央
公
論
の
二
月
号
に
載
つ
て
ゐ
る
日
比
野
士
朗
氏
の
「
呉

淞
ク
リ
ー
ク
」
に
共
通
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
こ
ん
な
比
較
は
突
飛
な
や
う
で
あ
る
が
、
私
の
云
ひ
た
い
と
こ
ろ
は
、
こ

の
ユ
ニ
ツ
ク
な
戦
争
文
学
も
ま
た
、
そ
の
「
素
直
」
さ
で
完
全
に
私
の
心
を

と
ら
へ
た
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
に
男
性
と
女
性
と
の
違
ひ
は
あ
つ
て

も
、
ひ
と
し
く
、
す
べ
て
が
尋
常
で
、
自
然
で
、
健
康
で
、
場
所
が
場
所
と

19



は
云
ひ
な
が
ら
、
自
分
の
心
と
周
囲
の
人
物
と
を
語
る
、
そ
の
語
り
方
の
ひ

た
む
き
な
善
良
さ
に
於
い
て
、
両
者
は
ま
さ
に
好
一
対
な
の
で
あ
る
。

　
こ
の
「
神
経
質
な
」
兵
隊
の
、
類
の
な
い
天
真
爛
漫
さ
は
、
所
謂
、
逞
し

い
文
学
的
表
現
と
い
ふ
や
う
な
も
の
と
、
凡
そ
そ
の
感
動
の
質
を
異
に
す
る

こ
と
は
云
ふ
ま
で
も
な
い
が
、
こ
れ
も
亦
、
一
個
の
得
が
た
い
戦
争
記
録
、

戦
争
文
学
の
頂
点
で
あ
る
と
私
は
思
ふ
。

　
し
か
し
、
か
の
国
民
の
記
憶
に
深
く
き
ざ
ま
れ
た
、
死
闘
数
々
の
体
験
を

作
者
は
自
己
の
血
を
も
つ
て
綴
つ
て
ゐ
る
と
い
ふ
こ
と
に
、
私
は
こ
の
「
呉

淞
ク
リ
ー
ク
」
の
重
要
な
価
値
を
お
き
た
く
な
い
。
や
は
り
、
「
小
島
の
春
」

に
み
る
や
う
な
、
徒
ら
に
思
索
者
の
冷
静
を
衒
は
ず
、
さ
う
か
と
云
つ
て
、

闘
士
と
し
て
の
思
ひ
あ
が
り
も
な
く
、
自
己
と
対
象
と
を
密
着
さ
せ
た
位
置

20一対の美果



で
、
頗
る
楽
天
的
と
も
思
は
れ
る
く
ら
ゐ
習
俗
と
歩
調
を
合
せ
て
歩
い
て
ゐ

る
屈
托
の
な
い
姿
は
、
そ
れ
が
一
方
で
果
敢
な
い
矜
り
を
も
つ
の
で
あ
れ
ば

あ
る
ほ
ど
、
私
に
は
厳
粛
に
み
え
る
の
で
あ
る
。

　
豊
島
与
志
雄
氏
は
、
こ
の
作
品
の
短
評
で
、
「
私
」
な
る
人
物
が
他
の
文

学
者
の
従
軍
記
録
の
や
う
に
薄
ぎ
た
な
い
姿
を
み
せ
な
い
か
ら
、
そ
の
点
澄

ん
だ
印
象
を
与
へ
る
と
い
ふ
意
味
の
こ
と
を
云
つ
て
ゐ
る
が
、
こ
れ
は
私
も

大
い
に
同
感
で
あ
る
。

　
火
野
葦
平
氏
の
作
品
も
そ
の
部
類
に
は
ひ
る
と
、
豊
島
氏
は
書
き
添
へ
て

ゐ
る
が
、
私
の
考
へ
で
は
、
さ
う
い
ふ
見
方
を
一
応
肯
定
し
つ
ゝ
、
な
ほ
、

火
野
氏
の
も
の
は
、
日
比
野
氏
の
作
品
に
現
は
れ
て
ゐ
る
「
私
」
と
よ
ほ
ど

違
つ
た
色
合
で
、
や
は
り
、
少
々
目
障
り
な
ポ
ー
ズ
が
で
き
か
ゝ
つ
て
ゐ
る
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の
で
は
な
い
か
と
思
ふ
が
ど
う
で
あ
ら
う
？

　
勿
論
、
私
は
、
「
呉
淞
ク
リ
ー
ク
」
を
「
麦
と
兵
隊
」
に
比
べ
て
優
れ
て

ゐ
る
と
い
ふ
の
で
は
な
い
。
火
野
氏
は
、
あ
ま
り
に
「
兵
隊
」
と
し
て
立
派

に
で
き
あ
が
り
、
自
分
で
も
恐
ら
く
さ
う
信
じ
、
さ
う
振
舞
つ
て
ゐ
る
と
こ

ろ
に
、
あ
る
特
色
も
認
め
る
代
り
、
心
理
的
に
は
い
く
ら
か
物
足
ら
な
い
と

こ
ろ
も
あ
り
、
私
な
ど
は
、
感
心
し
て
も
さ
う
感
動
し
な
い
と
い
ふ
変
な
窮

屈
さ
が
あ
る
の
で
あ
る
が
、
日
比
野
氏
の
場
合
は
、
自
分
が
兵
隊
で
あ
る
こ

と
の
責
任
を
自
覚
し
、
そ
の
信
念
に
よ
つ
て
立
派
に
立
ち
働
か
う
と
す
る
決

意
を
示
し
な
が
ら
、
な
ほ
か
つ
、
訓
練
を
遠
ざ
か
つ
た
一
予
備
兵
と
し
て
の
、

そ
し
て
同
時
に
ま
た
、
都
会
人
、
文
化
人
と
し
て
の
あ
る
瞬
間
に
於
け
る
弱

味
を
意
識
し
、
こ
れ
を
カ
ヴ
ア
す
べ
く
「
教
養
」
の
綱
に
す
が
る
悲
痛
な
足
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掻
き
を
描
い
て
、
わ
れ
わ
れ
の
不
覚
な
魂
を
ゆ
す
ぶ
つ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ

は
、
今
度
の
事
変
を
通
じ
て
、
一
番
時
代
的
な
問
題
を
残
す
記
録
で
あ
る
か

も
知
れ
な
い
。
し
か
も
そ
の
記
録
は
、
現
代
に
於
て
最
も
謙
譲
で
伸
び
や
か

な
青
年
の
手
に
よ
つ
て
書
か
れ
、
そ
の
結
果
は
お
の
づ
か
ら
人
の
涙
を
誘
ふ

一
篇
の
美
し
く
激
し
い
物
語
に
な
つ
た
と
み
る
べ
き
で
あ
ら
う
。

　
　
　
　
　
　
　
四

　
こ
の
二
作
は
、
ど
ち
ら
も
、
材
料
そ
の
も
の
に
多
く
の
感
動
的
な
要
素
が

含
ま
れ
て
ゐ
る
に
は
ゐ
る
。
し
か
し
、
そ
の
感
動
を
か
う
い
ふ
風
に
純
粋
な

形
で
わ
れ
わ
れ
に
示
し
得
る
力
は
、
偶
然
、
こ
の
二
人
の
作
者
が
、
人
間
と
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し
て
の
美
質
に
恵
ま
れ
て
ゐ
た
ば
か
り
で
な
く
、
「
文
学
的
な
」
素
質
を
身

に
つ
け
な
が
ら
、
一
方
「
文
学
者
的
な
」
表
情
や
趣
味
、
殊
に
、
気
ど
り
と

計
画
を
ま
つ
た
く
無
視
し
て
ゐ
る
と
こ
ろ
か
ら
来
る
の
だ
と
、
私
は
解
し
た

の
で
あ
る
。

　
そ
れ
と
同
時
に
、
や
は
り
、
今
日
の
若
い
文
学
に
、
こ
れ
ら
の
作
品
が
も

つ
素
朴
な
情
熱
と
初
々
し
い
驚
き
と
を
少
し
は
注
ぎ
込
ん
で
い
ゝ
の
で
は
な

い
か
と
思
つ
た
。

　
私
一
人
が
特
に
い
ま
さ
う
い
ふ
も
の
を
求
め
て
ゐ
る
の
か
、
そ
れ
に
つ
い

て
は
な
ほ
も
う
し
ば
ら
く
考
へ
て
み
る
こ
と
に
す
る
。

　
最
後
に
久
々
で
私
に
快
い
興
奮
の
一
つ
時
を
与
へ
て
く
れ
た
両
作
者
に
感

謝
し
、
何
れ
も
「
戦
ひ
」
の
た
め
に
傷
い
た
か
ら
だ
を
早
く
健
康
に
も
ど
さ
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れ
る
や
う
、
蔭
な
が
ら
切
に
祈
つ
て
筆
を
擱
く
事
に
す
る
。
（
「
文
学
界
」

昭
和
十
四
年
三
月
）
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