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た
だ
さ
へ
夏
は
氣
短
に
な
り
勝
な
の
に
全
身
麻
醉
を
か
け
ら
れ
て
、
外
科

手
術
を
し
た
後
の
不
愉
快
な
心
持
は
、
病
院
を
出
て
か
ら
一
週
間
に
も
な
る

の
に
、
未
だ
に
執
念
深
く
殘
つ
て
居
る
。

　
甚
だ
汚
な
ら
し
い
話
だ
が
、
疾
患
は
痔
瘻
な
の
で
、
病
院
へ
通
ふ
の
に
、

乘
物
に
腰
掛
け
て
搖
ら
れ
る
の
が
苦
痛
で
、
何
時
も
電
車
の
釣
革
に
つ
か
ま

つ
て
立
つ
て
居
る
の
で
あ
る
か
ら
、
芝
の
端
か
ら
築
地
迄
小
一
時
間
も
か
か

る
道
中
は
、
た
と
へ
囘
復
期
に
あ
り
と
は
い
へ
、
衰
弱
し
た
身
體
に
は
隨
分

堪こた
へ
る
の
で
あ
る
。
病
院
で
患
部
を
洗
は
れ
、
火ほ
照て
る
程
沁
み
る
藥
を
忌
々

し
く
思
ひ
な
が
ら
、
又
同
じ
道
を
立
ち
づ
め
の
電
車
で
家
に
歸
る
と
、
全
く

疲
れ
切
つ
て
何
を
す
る
氣
力
も
な
く
な
つ
て
し
ま
ふ
。
本
を
讀
む
事
も
、
新
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聞
を
讀
む
事
も
大
儀
で
、
今
で
も
ク
ロ
ロ
ホ
ル
ム
の
さ
め
切
ら
な
い
や
う
な

氣
持
で
仰
臥
う
つ
ぷ
し
て
ゐ
る
ば
か
り
で
、
苛
立
た
し
い
心
持
を
恥
ぢ
な
が
ら
、
そ

れ
を
免
れ
る
事
が
出
來
な
い
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
へ
兄
が
見
舞
に
來
て
く
れ
て
、
い
ろ
ん
な
話
の
末
に
、
歌
舞
伎
座

の
「
沈
鐘
」
を
見
に
行
か
う
と
思
ふ
が
身
體
か
ら
だ
に
故
障
が
起
ら
な
け
れ
ば
一
緒

に
行
か
な
い
か
と
誘
つ
て
く
れ
た
。
自
分
も
「
沈
鐘
」
は
見
度
い
と
思
つ
て

ゐ
た
の
で
喜
ん
で
同
意
し
た
が
、
そ
の
實
、
心
の
中
で
は
こ
の
芝
居
を
兄
に

は
見
せ
度
く
な
い
と
思
ふ
心
持
が
強
か
つ
た
。

　
自
分
は
世
に
所
謂
新
し
い
芝
居
を
好
ん
で
見
度
が
る
一
人
で
あ
る
が
、
そ

れ
を
嚴
格
に
批
判
的
に
見
る
事
は
あ
ま
り
に
殘
酷
な
氣
が
し
て
堪
へ
ら
れ
な

い
。
殊
に
日
本
の
俳
優
が
泰
西
の
名
戲
曲
を
演
じ
る
場
合
の
如
き
は
、
そ
の
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原
作
に
對
す
る
尊
敬
と
、
出
演
者
の
努
力
を
買
ふ
同
情
と
、
時
に
は
原
作
の

偉
大
さ
と
所
演
の
貧
弱
さ
の
餘
り
に
極
端
な
對
比
が
惹
起
す
る
憐
愍
か
ら
、

や
う
や
く
一
人
立
ち
し
て
ヨ
チ
ヨ
チ
歩
く
赤
坊
を
見
る
親
の
心
持
で
、
い
た

は
り
い
た
は
り
見
て
ゐ
る
態
度
を
取
る
の
で
あ
る
。
恐
ら
く
こ
れ
は
自
分
一

人
で
な
く
、
世
の
劇
評
家
諸
氏
と
い
へ
ど
も
、
歌
舞
伎
劇
に
對
す
る
や
う
に
、

容
赦
な
く
う
ま
い
ま
づ
い
を
論
あ
げ
つ
らふ
の
で
な
く
、
割
引
に
割
引
を
し
て
見
る
の

に
違
ひ
な
い
。
近
頃
流
行
の
感
激
し
た
が
る
一
派
と
い
へ
ど
も
、
子
供
の
習

字
を
極
上
々
と
ほ
め
は
や
す
手
な
の
だ
ら
う
と
推
察
さ
れ
る
。
と
こ
ろ
が
吾

々
と
違
つ
て
新
し
い
戲
曲
の
發
達
に
特
別
の
關
係
の
無
い
人
、
換
言
す
れ
ば

所
謂
文
壇
の
人
で
な
い
人
に
は
、
下
手
な
芝
居
は
單
純
に
下
手
な
芝
居
で
、

遠
慮
會
釋
も
な
け
れ
ば
強
ひ
て
お
だ
て
た
り
ほ
め
た
り
す
る
心
持
も
起
ら
な
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い
。
坪
内
士
行
、
東
儀
鐵
笛
、
上
山
草
人
、
松
井
須
磨
子
よ
り
も
、
市
村
羽

左
衞
門
、
尾
上
菊
五
郎
、
河
合
武
雄
、
喜
多
村
緑
郎
の
方
が
一
見
し
て
比
べ

も
の
に
な
ら
な
い
程
う
ま
い
と
思
は
れ
る
の
は
當
然
で
あ
る
。
此
點
に
於
て
、

新
し
い
戲
曲
の
上
演
に
同
情
を
持
つ
自
分
は
、
す
ぐ
れ
て
感
覺
の
鋭
い
、
藝

術
に
對
す
る
理
解
力
の
深
い
、
且
つ
新
し
い
芝
居
を
さ
へ
割
引
し
な
い
で
見

る
に
違
ひ
な
い
兄
に
對
し
て
、
自
分
の
掌
中
の
物
を
か
ば
ふ
心
地
か
ら
、
自

分
自
身
も
文
藝
の
事
に
携
は
る
身
の
、
一
種
職
業
的
恐
怖
と
も
い
ふ
べ
き
不

思
議
な
感
情
を
抱
い
た
の
で
あ
る
。

　
最
近
に
外
國
か
ら
歸
つ
て
來
た
兄
は
、
長
い
間
海
外
に
生
活
し
た
者
の
誰

も
が
感
じ
る
や
う
に
、
ま
だ
以
前
の
生
れ
故
郷
の
生
活
に
し
つ
く
り
あ
て
は

ま
ら
な
い
心
持
か
ら
、
何
か
し
ら
新
し
い
刺
戟
に
興
味
を
見
出
し
度
が
つ
て

6貝殼追放



ゐ
る
ら
し
か
つ
た
。
彼
地
に
居
る
間
に
芝
居
を
見
て
�
る
の
を
爲
事
に
し
て

居
た
事
實
と
、
曾
て
本
で
讀
ん
だ
「
沈
鐘
」
の
面
白
さ
を
、
そ
の
ま
ま
舞
臺

の
上
に
期
待
し
て
居
る
ら
し
い
樣
子
が
自
分
を
し
て
一
層
不
安
を
抱
か
せ
た

の
で
あ
る
。

　
如ど
何う
か
し
て
う
ま
く
演や
つ
て
く
れ
れ
ば
い
い
、
新
し
い
役
者
の
新
し
い
芝

居
も
決
し
て
愚
劣
な
も
の
で
は
な
い
と
思
ひ
知
ら
せ
て
く
れ
れ
ば
い
い
と
、

自
分
は
他
人
事

ひ
と
ご
と

で
な
い
氣
で
心
配
し
た
。

　
そ
の
日
は
朝
の
う
ち
に
病
院
に
行
つ
て
、
診
察
の
濟
ん
だ
の
は
正
午
近
か

つ
た
。
病
院
の
近
所
で
認
め
た
食
事
の
終
つ
た
の
が
一
時
で
、
そ
れ
か
ら
家

に
歸
つ
て
又
出
直
す
時
間
は
十
分
あ
る
け
れ
ど
も
、
電
車
に
乘
つ
て
立
ち
づ

め
の
不
愉
快
を
考
へ
る
と
歸
宅
す
る
氣
は
な
く
な
つ
た
。
し
か
し
四
時
開
場
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の
時
間
迄
を
ど
う
し
て
暮
さ
う
か
と 

暫  

時 

し
ば
ら
く

考
へ
惱
ん
だ
末
、
先
頃
入
院
し

て
ゐ
た
間
に
度
々
見
舞
に
來
て
く
れ
た
知
人
の
家
に
行
つ
て
、
お
茶
で
も
頂

戴
し
な
が
ら
遠
慮
な
く
横
倒
し
に
な
ら
し
て
貰
ふ
事
に
決
め
た
。

　
主
人
は
留
守
だ
つ
た
が
、
心
置
き
な
い
間
柄
な
の
で
、
勸
め
ら
れ
る
ま
ま

に
上
つ
て
、
不
自
由
な
身
體
を
氣
隨
に
横
に
さ
せ
て
貰
ひ
な
が
ら
主
婦
と
話

し
込
ん
で
居
た
が
、
後
か
ら
他
に
お
客
が
來
た
の
で
、
主
婦
は
そ
の
日
の
新

聞
を
自
分
の
目
の
前
に
揃
へ
て
く
れ
て
、
そ
の
ま
ま
座
敷
の
方
に
行
つ
て
し

ま
つ
た
。

「
や
ま
と
」
新
聞
に
連
載
さ
れ
て
ゐ
る
泉
鏡
花
先
生
の
「
芍
藥
の
歌
」
に
感

服
し
た
後
で
、
「
時
事
新
報
」
の
文
藝
欄
に
本
間
久
雄
氏
の
「
新
秋
文
壇
の

收
穫
」
＝
技
巧
派
と
無
技
巧
派
の
對
比
＝
と
い
ふ
創
作
月
評
中
に
「
新
小
説
」
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九
月
號
所
載
、
拙
作
「 

新 

嘉 

坡 

シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
の
一
夜
」
に
對
す
る
批
評
の
あ
る
の
を
見

出
し
た
。

　
由
來
雜
誌
新
聞
を
精
讀
し
な
い
自
分
は
、
雜
誌
新
聞
の
編
輯
者
の
爲
め
に

最
も
調
法
な
人
の
一
人
ら
し
い
本
間
氏
の
筆
に
成
る
文
章
　
　
評
論
批
評
紹

介
飜
譯
等
　
　
を
餘
り
拜
見
し
た
事
が
無
く
、
た
ま
に
拜
見
し
た
の
が
あ
つ

て
も
、
全
く
拜
見
し
な
か
つ
た
と
同
じ
や
う
に
、
ま
る
つ
き
り
忘
れ
て
し
ま

つ
た
の
で
あ
る
。
何いづ
れ
に
し
て
も
同
氏
が
現
文
壇
の
批
評
家
と
し
て
名
の
あ

る
人
で
あ
る
事
と
、
且
つ
非ひ
道ど
い
誤
譯
を
す
る
人
だ
と
い
ふ
以
外
に
は
殆
ど

何
も
知
る
處
が
無
か
つ
た
。

　
非
道
い
誤
譯
者
だ
と
い
ふ
事
は
、
飜
譯
物
の
嫌
ひ
な
自
分
の
發
見
で
は
な

く
、
友
達
の
一
人
に
物
好
き
が
あ
つ
て
、
誤
譯
指
摘
の
興
味
に
沒
頭
し
て
ゐ
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て
、
本
間
氏
の
飜
譯
は
頗
る
蕪
雜
拙
劣
で
あ
る
上
に
間
違
ひ
だ
ら
け
だ
と
い

ふ
事
を
、
御
叮
嚀
に
も
原
書
と
對
照
し
て
、
い
や
と
い
ふ
程
並
べ
立
て
て
き

か
さ
れ
た
事
が
あ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
時
自
分
は
、
ど
う
せ
外
國
語
を
日
本

語
に
譯
す
の
だ
か
ら
、
ち
つ
と
は
間
違
ひ
も
あ
る
だ
ら
う
と
、
自
分
だ
つ
て

飜
譯
を
す
れ
ば
間
違
ひ
だ
ら
け
に
違
ひ
な
い
と
思
ふ
心
持
か
ら
、
本
間
氏
に

同
情
し
た
が
、
同
時
に
、
そ
ん
な
不
自
由
な
語
學
の
力
で
飜
譯
な
ん
か
し
な

け
れ
ば
い
い
の
に
と
考
へ
た
の
は
事
實
で
あ
る
。

　
扨
て
「
時
事
新
報
」
に
出
て
ゐ
る
本
間
氏
の
批
評
は
前
々
か
ら
續
い
て
ゐ

る
も
の
で
、
そ
の
日
の
は
第
六
囘
目
で
あ
つ
た
。
第
一
囘
か
ら
讀
ん
で
ゐ
な

い
自
分
に
は
「
技
巧
派
と
無
技
巧
派
の
對
比
」
と
い
ふ
標
題
の
意
味
が
よ
く

解
ら
な
か
つ
た
が
、
恐
ら
く
は
此
批
評
の
序
論
と
し
て
新
秋
文
壇
な
る
も
の
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に
於
て
、
多
少
な
り
と
も
努
力
し
た
作
家
を
分
つ
て
、
技
巧
派
と
無
技
巧
派

の
二
派
と
し
、
之
を
今
日
の
文
壇
の
二
潮
流
と
見
て
批
評
し
て
ゐ
る
の
で
あ

ら
う
と
思
ふ
。
し
か
し
自
分
が
技
巧
派
な
の
か
無
技
巧
派
な
の
か
は
、
凡
そ

器
用
と
無
器
用
は
あ
つ
て
も
無
技
巧
と
呼
ぶ
可
き
作
家
の
存
在
を
知
ら
な
い

自
分
に
は
想
像
が
つ
か
な
か
つ
た
。

　
本
間
氏
は
「
新
嘉
坡
の
一
夜
」
の
梗
概
を
記
し
て
「
永
ら
く
英
佛
に
遊
ん

で
ゐ
た
男
が
、
日
本
へ
の
歸
途
、
新
嘉
坡
に
立
ち
よ
り
色
街
に
痛
飮
し
て
、

滯
歐
中
の
女
難
の
追
懷
に
耽
る
と
い
ふ
一
夜
を
描
い
た
も
の
で
あ
る
」
と
云

つ
て
ゐ
る
が
、
こ
れ
を
讀
ん
だ
自
分
は
餘
り
の
意
外
に
喫
驚
し
た
。
こ
れ
は

頭
腦
あ
た
ま
が
惡
い
な
と
思
つ
た
。

　
頭
腦
の
い
い
作
家
、
頭
腦
の
惡
い
作
家
と
云
ふ
の
は
近
頃
の
文
壇
の
流
行
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語
だ
さ
う
で
、
頭
腦
の
い
い
派
、
頭
腦
の
惡
い
派
と
對
比
す
る
と
、
そ
れ
が

技
巧
派
無
技
巧
派
と
同
意
味
な
の
で
は
な
い
か
と
も
思
は
れ
る
。
頭
腦
の
惡

い
派
に
云
は
せ
る
と
、
頭
腦
の
い
い
方
は
兎
角
靈
魂
の
存
在
を
忘
れ
勝
で
い

け
な
い
の
だ
さ
う
で
あ
る
。
ど
ん
な
靈
魂
を
持
つ
て
ゐ
る
の
か
し
ら
な
い
が
、

本
間
氏
は
明
か
に
頭
腦
の
惡
い
派
の
重
鎭
な
の
で
あ
ら
う
と
、
そ
の
時
の
自

分
の
苛
々
し
た
心
持
は
、
人
の
惡
い
愚
劣
な
皮
肉
を
弄
ん
だ
。

　
別
段
勝
れ
て
い
い
頭
腦
の
所
有
者
で
な
く
て
も
、
誰
が
讀
ん
で
も
わ
か
る

事
だ
と
思
ふ
が
、
「
新
嘉
坡
の
一
夜
」
は
滯
歐
中
の
女
難
の
追
懷
に
耽
る
事

を
主
と
し
て
描
い
た
作
品
で
は
無
い
。
そ
の
形
式
か
ら
見
れ
ば
、
新
嘉
坡
の

一
夜
そ
の
も
の
を
描
い
た
作
品
で
あ
る
。
詳
し
く
言
へ
ば 

上  

月 

か
う
づ
き

と
呼
ぶ
旅

客
が
其
地
の
娼
家
で
、
想
ひ
も
掛
け
な
い
女
と
、
想
ひ
も
掛
け
な
い
一
夜
を
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過
し
た
事
を
描
き
、
主
人
公
上
月
が
、
時
に
つ
け
折
に
ふ
れ
て
、
彼
が
荷
へ

る
運
命
の
怖
ろ
し
さ
を
次
第
に
思
ひ
知
つ
て
ゆ
く
事
を
暗
に
示
し
て
ゐ
る
作

品
で
あ
る
。
滯
歐
中
の
追
懷
は
、
彼
の
心
に
潛
ん
で
、
そ
の
一
生
を
暗
く
す

る
女
難
の
怖
れ
を
説
明
し
、
主
人
公
を
し
て
單
に
紀
行
文
の
筆
者
、
又
は
寫

生
的
に
描
い
た
文
章
の
主
要
人
物
よ
り
も
一
歩
進
ん
だ
も
の
と
し
て
浮
ば
せ

度
い
爲
め
の
背
景
な
の
で
あ
る
。

　
但
し
作
者
は
近
頃
の
文
壇
の
流
行
に
背
馳
し
て
誇
大
な
發
想
や
、
活
動
寫

眞
的
小
細
工
に
み
ち
た
脚
色
を
厭
ふ
傾
向
か
ら
、
無
理
に
も
主
觀
的
に
説
明

的
に
流
れ
る
の
を
避
け
、
強
ひ
て
平
調
な
、
殆
ど
紀
行
文
に
近
い
形
式
を
擇

ん
だ
。
そ
の
爲
め
に
は
、
「
第
一
毒
茶
を
勸
め
た
と
い
ふ
の
は
眞
實
ほ
ん
と
だ
ら
う

か
嘘
だ
ら
う
か
」
と
上
月
は
疑
つ
た
が
、
結
局
わ
か
ら
な
か
つ
た
ま
ま
に
し
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て
、
作
者
は
此
の
一
大
事
に
さ
へ
説
明
を
加
へ
ず
に
稿
を
終
つ
た
。
そ
れ
を

知
つ
て
ゐ
る
の
は
女
一
人
で
、
上
月
の
心
に
は
、
そ
れ
が
眞
實
か
嘘
か
を
思

ひ
迷
ふ
暗
い
疑
念
さ
へ
殘
れ
ば
い
い
の
だ
と
思
つ
た
の
で
あ
る
。
お
芝
居
に

な
り
度
く
な
い
爲
め
の
用
意
に
外
な
ら
な
い
。

　
若
し
も
此
の
平
調
を
心
掛
け
た
結
果
の
作
品
が
、
單
に
平
調
で
あ
る
丈
で
、

暗
示
に
富
ん
で
ゐ
な
い
と
云
つ
て
責
め
る
の
な
ら
ば
、
作
者
は
此
點
に
於
て

我
が
力
及
ば
ず
と
自
分
自
身
嘆
い
て
居
る
の
で
あ
る
か
ら
、
謹
ん
で
評
者
の

眼
識
の
高
い
の
に
服
し
た
で
あ
ら
う
。
不
幸
に
し
て
本
間
氏
は
作
品
の
骨
子

を
さ
へ
正
し
く
は
捉
へ
て
く
れ
な
か
つ
た
。
し
か
も
自
分
で
は
滿
足
し
た
態

度
で  

洒    

々  

し
や
あ
〳
〵

と
し
て
批
評
の
筆
を
進
め
て
ゐ
る
。

　
本
間
氏
は
、
上
月
が
支
那 

苦  

力 

く
う
り
い

を
見
て
「
人
類
に
對
す
る
親
し
い
感
情

14貝殼追放



を
起
さ
せ
る
や
う
な
人
間
に
は
見
え
な
い
」
と
感
じ
た
の
を
つ
か
ま
へ
て

「
此
作
者
は
恐
ら
く
美
醜
の
感
覺
の
強
い
人
で
あ
ら
う
。
し
か
し
そ
れ
は
決

し
て
常
識
の
範
圍
を
出
で
な
い
。
此
作
者
に
は
大
部
分
、
外
形
が
美
醜
判
斷

の
標
準
と
な
つ
て
ゐ
る
。
作
者
の
西
洋
崇
拜
も
そ
こ
か
ら
來
て
ゐ
る
。
作
者

の
貴
族
趣
味
も
そ
こ
か
ら
來
て
ゐ
る
。
」
と
斷
じ
、
更
に
進
ん
で
、
西
洋
崇

拜
貴
族
趣
味
も
い
い
け
れ
ど
、
そ
れ
は
「
そ
の
人
の
熱
度
乃
至
信
念
を
裏
づ

け
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
い
つ
て
、
最
後
に
「
此
の
作
者
の
や

う
に
美
醜
判
斷
の
標
準
を
、
對
象
の
『
外
形
』
に
置
い
て
な
さ
れ
た
も
の
で

あ
る
時
、
私
は
そ
れ
ら
を
排
斥
す
る
。
さ
う
い
ふ
外
形
的
美
醜
判
斷
を
捨
て

て
今
少
し
事
象
の
内
部
に
透
入
す
る
こ
と
が
必
要
で
は
な
い
か
。
今
少
し

『
人
類
に
對
す
る
親
し
い
感
情
』
を
胸
に
抱
い
て
一
切
の
事
象
に
對
す
る
こ

15



と
が
必
要
で
は
な
い
か
。
私
は
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
特
に
こ
の
作
者
の
反
省

を
望
む
」
と
結
ん
だ
。

　
自
分
は
批
評
の
怖
ろ
し
さ
、
批
評
家
と
い
ふ
も
の
の
怖
ろ
し
さ
を
痛
感
し

た
。
若
し
も
自
分
が
「
新
嘉
坡
の
一
夜
」
の
作
者
で
な
く
、
且
つ
そ
の
作
品

を
讀
ん
だ
事
が
無
く
て
、
此
の
批
評
を
見
た
ら
ば
、
恐
ら
く
自
分
は
本
間
氏

の
も
つ
と
も
ら
し
書
振
り
か
ら
判
斷
し
て
、
そ
の
批
評
の
正
確
さ
を
疑
は
な

か
つ
た
で
あ
ら
う
。 

僞  
物 

に
せ
も
の

を
憎
む
自
分
の
性
質
は
、
か
か
る
際
ど
う
し
て

も
本
間
氏
に
對
し
て
好
感
を
持
つ
事
が
出
來
な
か
つ
た
。

　
自
分
は
明
か
に
「
美
醜
の
感
覺
」
の
鋭
い
人
間
に
違
ひ
無
い
。
且
つ
健
全

な
二
個
の
目
を
所
有
し
て
ゐ
る
限
り
、
そ
の
鋭
い
感
覺
は
目
に
觸
れ
る
對
象

の
外
形
の
美
醜
を
強
く
感
じ
る
事
は
當
然
で
あ
る
。
「
新
嘉
坡
の
一
夜
」
の
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主
人
公
上
月
は
、
長
い
間
の
航
海
に
、
青
空
と
青
海
に
圍
ま
れ
て
塵
埃
を
浴

び
ず
、
帆
綱
に
鳴
る
潮
風
と
船
側べり
を
打
つ
波
の
音
を
聽
く
丈
で
、
濁
つ
た
雜

音
に
は
遠
ざ
か
つ
て
ゐ
た
。
親
し
い
交
り
を
續
け
て
來
た
同
船
の
客
に
置
い

て
行
か
れ
て
、
孤
獨
の
哀
感
に
惱
ん
で
ゐ
る
時
に
、
先
づ
耳
を
襲
ふ
わ
め
き

聲
、
石
炭
の
山
の
崩
れ
る
音
に
平
靜
を
奪
は
れ
、
先
づ
目
に
觸
れ
る
む
さ
く

る
し
い
苦
力
の
群
を
見
て
、
直
ち
に
苛
立
た
し
い
心
か
ら
、
そ
れ
を
嫌
惡
す

る
念
の
起
る
の
は
當
然
で
あ
る
。
若
し
そ
の
苦
力
の
悲
慘
な
る
存
在
の
原
因

を
考
へ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
ふ
な
ら
ば
、
作
者
は
評
者
の
「
感
覺
の
鈍

さ
」
を
輕
蔑
す
る
よ
り
外
に
爲
方
が
無
い
。
「
新
嘉
坡
の
一
夜
」
は
、
社
會

問
題
を
取
扱
つ
た
論
文
で
は
無
い
。
「
新
嘉
坡
の
一
夜
」
は
支
那
苦
力
の
存

在
を
問
題
と
し
て
論
じ
る
傾
向
小
説
で
も
な
い
。
若
し
強
ひ
て
近
時
流
行
の
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人
道
が
る
傾
向
に
お
も
ね
つ
て
、
長
々
と
苦
力
の
状
態
を
嘆
き
悲
し
む
な
ら

ば
、
そ
れ
こ
そ
「
藝
術
的
色
調
」
の
稀
薄
な
も
の
に
な
る
で
あ
ら
う
。
何
れ

に
し
て
も
本
間
氏
の
如
く
自
分
自
身
の
感
覺
を
通
し
て
感
じ
る
事
の
無
い
ら

し
い
人
、
自
分
自
身
の
頭
腦
で
考
へ
る
事
の
無
い
ら
し
い
人
、
換
言
す
れ
ば
、

無
闇
に
他
人
の
書
い
た
本
と
、
そ
の
時
々
の
雜
誌
新
聞
が
つ
く
る
流
行
を
頼

り
に
し
て
生
き
て
ゐ
る
傾
向
の
人
が
考
へ
て
ゐ
る
や
う
に
、
生
き
た
人
間
は

單
純
な
も
の
で
は
な
い
。
自
然
主
義
の
流
行
す
る
時
は
、
人
間
を
獸
け
だ
も
の扱
ひ
に

し
な
く
て
は
淺
薄
だ
と
考
へ
、
人
道
主
義
の
力
説
さ
れ
る
時
は
、
一
切
の
も

の
に
對
し
て
無
責
任
無
反
省
に
目
を
つ
ぶ
つ
て
愛
を
感
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
の
だ
と
、
座
右
の
銘
に
し
て
忘
れ
な
い
種
類
の
人
間
程
馬
鹿
々
々
し
い
も

の
は
な
い
。
或
作
品
に
「
人
類
に
對
す
る
親
し
い
感
情
」
が
滲
み
出
し
て
居
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る
か
ど
う
か
と
い
ふ
事
は
、
そ
の
作
品
の
中
に
憎
惡
怨
恨
の
言
葉
の
あ
り
な

し
に
關
係
は
し
な
い
の
で
あ
る
。
生
き
た
此
の
世
の
中
で
は
、
相
手
の
横
面

を
張
飛
す
事
さ
へ
「
人
類
に
對
す
る
親
し
い
感
情
」
を
伴
つ
て
起
る
事
も
あ

る
。
愛
だ
愛
だ
と
下
宿
の
二
階
で
叫
ん
で
ゐ
る
の
は
、
そ
れ
は
單
に
根
底
の

無
い
覺
悟
に
過
ぎ
な
い
。
自
分
の
平
調
枯
淡
な
作
品
の
場
合
に
引
合
ひ
に
出

し
て
は
相
濟
ま
な
い
氣
が
す
る
け
れ
ど
、
日
本
で
は
お
手
輕
な
愛
の
か
た
ま

り
の
や
う
に
誤
解
さ
れ
て
し
ま
つ
た
大
ト
ル
ス
ト
イ
の
作
品
中
に
、
い
か
に

憎
惡
の
念
の
熾
烈
に
現
れ
て
ゐ
る
か
は
頭
腦
あ
た
ま
の
惡
い
派
に
は
わ
か
ら
な
い
の

で
あ
ら
う
か
。

　
評
者
は
又
作
者
を
目
し
て
「
西
洋
崇
拜
で
あ
り
、
貴
族
趣
味
」
だ
と
呼
ん

で
ゐ
る
が
、
「
新
嘉
坡
の
一
夜
」
の
何
處
か
ら
推
斷
し
て
作
者
を
西
洋
崇
拜
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の
貴
族
趣
味
だ
と
い
ふ
の
で
あ
る
か
。
自
分
は
殘
念
な
が
ら
今
日
の
日
本
人

が
歐
米
人
に
勝
つ
て
ゐ
る
も
の
と
自
惚
れ
て
安
ん
じ
て
は
ゐ
ら
れ
な
い
が
、

さ
り
と
て
外
の
今
日
の
日
本
人
、
殊
に
文
壇
の
人
々
に
比
べ
て
は
、
あ
ま
り

に
西
洋
崇
拜
の
度
の
低
過
ぎ
る
一
人
だ
と
さ
へ
考
へ
て
ゐ
る
。
自
分
な
ど
か

ら
見
る
と
、
本
間
氏
そ
の
他
同
傾
向
の
人
々
、
も
つ
と
明
確
に
云
へ
ば
ヂ
ヤ

ア
ナ
リ
ズ
ム
信
奉
者
程
盲
目
的
の
西
洋
崇
拜
者
は
無
い
や
う
に
思
は
れ
る
。

取
捨
選
擇
も
無
く
西
洋
人
の
所
説
を
紹
介
し
、
西
洋
人
の
作
品
を
誤
譯
す
る

事
な
ど
、
自
分
な
ど
に
は
、
思
ひ
も
及
ば
な
い
事
で
あ
る
。
新
嘉
坡
の
町
を

歩
い
て
ゐ
る
上
月
が
、
汚
な
い
町
を
過
ぎ
た
後
で
、
大
き
な
旅
館
の
前
に
立

つ
て
、
憧
憬
の
念
を
抱
き
な
が
ら
西
洋
を
想
ふ
の
は
、
別
れ
て
來
た
土
地
に

對
す
る
愛
着
か
ら
自
然
と
起
る
感
情
以
外
の
何
も
の
で
も
な
い
。
さ
う
い
ふ
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あ
た
り
ま
へ
の
温
情
さ
へ
感
じ
得
な
い
程
の
木
像
的
思
索
家
に
「
人
類
に
對

す
る
親
し
い
感
情
」
が
ほ
ん
と
に
起
る
と
は
想
像
さ
れ
な
い
。
彼
等
は
先
づ

西
洋
の
本
を
捨
て
て
　
　
彼
等
自
身
の
言
葉
を
借
り
て
い
へ
ば
　
　
街
に
出

づ
る
必
要
が
あ
る
。

　
今
日
の
文
明
の
形
成
者
と
し
て
、
東
洋
人
よ
り
も
西
洋
人
の
方
が
偉
か
つ

た
事
は
疑
ひ
が
無
い
。
し
か
し
そ
れ
は
單
に
「
外
形
の
美
醜
の
判
斷
」
が
も

た
ら
し
た
結
果
で
は
無
い
。
そ
の
文
明
を
生
み
出
し
た
彼
等
を
尊
敬
す
る
の

で
あ
る
。
甚
だ
面
白
く
な
い
例
だ
が
、
之
を
文
壇
に
見
て
も
、
本
間
氏
の
如

き
見
當
違
ひ
の
批
評
家
さ
へ
、
大
き
な
顏
を
し
て
ゐ
ら
れ
る
我
文
壇
の
貧
弱

さ
は
、
い
か
に
贔
負
目
に
見
て
も
崇
拜
の
對
象
に
は
な
り
兼
る
の
で
あ
る
。

　
貴
族
趣
味
に
つ
い
て
も
自
分
は
「
新
嘉
坡
の
一
夜
」
の
何
處
か
ら
推
斷
さ
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れ
た
非
難
な
の
か
飮
み
込
め
な
い
。
あ
の
作
品
の
何
處
に
貴
族
趣
味
が
説
い

て
あ
る
か
。
し
か
し
若
し
貴
族
趣
味
と
い
ふ
も
の
が
、
平
俗
凡
庸
卑
劣
淺
薄

を
憎
み
、
よ
り
よ
き
人
の
世
を
憧
憬
す
る
事
を
指
す
の
な
ら
ば
、
自
分
は
確

か
に
貴
族
趣
味
だ
。
「
人
類
に
對
す
る
親
し
い
感
情
」
を
多
分
に
持
ち
、
且

人
類
の
醜
惡
な
る
事
實
の
力
強
さ
に
壓
迫
を
感
じ
て
惱
む
自
分
は
、
ど
う
か

し
て
よ
り
よ
き
人
の
世
の
出
現
を
希
望
す
る
と
同
時
に
、
醜
惡
な
る
人
間
の

影
を
潛
め
る
事
を
熱
望
し
て
ゐ
る
。
小
説
の
月
評
に
さ
へ
、
流
行
の
民
衆
が

る
機
會
を
捉
へ
ん
と
す
る
人
間
の
心
の
「
内
部
に
透
入
し
て
」
、
自
分
は
そ

の
醜
惡
を
憎
む
の
で
、
そ
の
人
間
の
面
つ
き
の
ま
づ
い
爲
め
に
嫌
惡
す
る
の

で
は
な
い
。

　
自
分
の
貴
族
趣
味
は
、
頭
腦
の
惡
い
人
間
よ
り
も
よ
り
多
く
無
反
省
な
人

22貝殼追放



間
を
憎
み
、
良
心
を
所
有
し
な
い
人
間
を
唾
棄
す
る
。
換
言
す
れ
ば
、
わ
け

も
わ
か
ら
な
い
癖
に
わ
か
つ
た
顏
を
し
、
も
つ
と
も
ら
し
い
風
を
し
て
出
た

ら
め
を
云
ふ
人
間
を
嫌
ふ
の
で
あ
る
。
さ
う
い
ふ
人
間
の
集
團
が
存
在
す
る

限
り
、
人
類
の
幸
福
は
阻
ま
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

　
自
分
は
長
火
鉢
の
側
に
不
自
由
な
身
體
か
ら
だ
を
横
に
し
た
ま
ま
、
珍
し
く
眞
面

目
に
腹
が
立
つ
て
、 
暫  
時 
し
ば
ら
く

の
間
、
喧
嘩
を
し
た
い
心
持
に
苦
し
ん
だ
が
、

頭
の
上
の
柱
に
掛
か
つ
て
ゐ
る
時
計
が
三
時
を
う
つ
た
の
で
驚
い
て
起
き
か

へ
つ
た
。
さ
う
し
て
冷
く
な
つ
た
茶
を
飮
ん
だ
時
は
、
自
分
の
弱
點
だ
と
平

生
か
ら
思
ふ
の
だ
が
、
又
し
て
も
、
憤
慨
し
た
つ
て
自
分
な
ん
か
の
力
で
は

多
數
者
に
は
か
な
は
な
い
と
い
ふ
若
隱
居
根
性
が
起
き
て
來
て
、
苦
い
笑
が

浮
ん
で
來
た
。
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冷
靜
に
な
つ
た
自
分
は
續
い
て
本
間
氏
の
芥
川
龍
之
介
氏
の
小
説
「
奉
教

人
の
死
」
に
對
す
る
批
評
を
讀
ん
だ
。
さ
う
し
て
あ
の
小
説
を
「
此
作
は
作

者
が
長
崎
耶
蘇
會
出
版
の
『
れ
げ
ん
だ
・
お
れ
あ
』
と
題
す
る
書
の
中
の
傳

説
に
文
飾
を
施
し
た
も
の
に
過
ぎ
な
い
と
云
つ
て
ゐ
る
の
に
よ
つ
て
も
解
る

通
り
、
全
體
と
し
て
や
は
り
在
來
の
童
話
の
味
は
ひ
で
あ
る
、
傳
説
の
味
は

ひ
で
あ
る
」
と
云
ひ
「
童
話
以
上
、
傳
説
以
上
　
　
作
者
獨
自
の
解
釋
な
り
、

創
意
な
り
を
加
へ
た
も
の
を
求
め
た
い
」
と
あ
る
の
を
見
る
と
氣
の
毒
に
な

つ
て
、
「
人
類
に
對
す
る
憐
愍
さ
」
を
さ
へ
本
間
氏
に
對
し
て
感
じ
た
の
で

あ
る
。

　
自
分
は
芥
川
氏
の
作
品
を
餘
り
好
ま
な
い
が
、
し
か
し
そ
の
づ
ば
ぬ
け
た

「
技う
倆で
」
の
冴
え
に
は
敬
服
し
て
ゐ
る
。
「
奉
教
人
の
死
」
も
亦
勝
れ
た
る
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作
品
で
あ
る
と
思
つ
た
。
け
れ
ど
も
あ
の
作
品
に
は
、
本
間
氏
が
い
ふ
や
う

な
童
話
の
味
は
ひ
な
ど
は
皆
無
で
あ
る
。
傳
説
の
味
は
ひ
さ
へ
稀
薄
で
あ
る
。

多
分
に
あ
る
味
は
ひ
は
、
傳
説
ら
し
い
材
料
を
、
近
代
的
小
説
の
悧
巧
な
企プ

   

畫 

ロ
ツ
ト
に
活
か
さ
う
と
す
る
工
風
と
、
更
に
そ
の
工
風
を
い
か
に
し
て
覆
ひ
か

く
さ
ん
と
し
た
か
を
示
す
、
智
的
惡
戲
の
興
味
で
あ
る
。
其
處
が
自
分
の
芥

川
氏
に
對
す
る
不
滿
の
點
で
、
殊
に
「
奉
教
人
の
死
」
第
二
節
「
予
が
所
藏

に
關
す
る
、
長
崎
耶
蘇
會
出
版
の
一
書
、
題
し
て
『
れ
げ
ん
だ
・
お
れ
あ
』

と
い
ふ
」
以
下
の
、
此
の
物
語
の
典
據
調
べ
な
ど
は
最
も
惡
い
い
た
づ
ら
だ

と
思
ふ
。
「
れ
げ
ん
だ
・
お
れ
あ
」
と
い
ふ
本
の
名
は
あ
る
の
か
も
し
れ
な

い
が
、
「
奉
教
人
の
死
」
は
少
く
と
も
芥
川
氏
の
創
作
で
あ
ら
う
。
若
し
萬

一
創
作
で
な
か
つ
た
に
し
て
も
、
「
作
者
獨
自
の
解
釋
と
創
意
」
は
あ
り
あ
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ま
る
程
あ
る
の
で
あ
つ
て
、
そ
れ
に
對
し
て
、
作
者
の
解
釋
と
創
意
を
求
め

る
批
評
家
の
存
在
す
る
事
は
、
や
が
て
才
人
芥
川
氏
の
い
た
づ
ら
つ
子
ら
し

い
傾
向
を
、
い
や
が
上
に
も
助
長
す
る
も
の
に
外
な
ら
な
い
。
芥
川
氏
の
惡

戲
の
興
味
の
爲
め
に
本
間
氏
の
如
き
批
評
家
の
存
在
は
祝
す
べ
き
で
あ
る
が
、

同
時
に
芥
川
氏
の
如
き
い
い
「
技う
倆で
」
の
作
家
の
爲
め
に
、
そ
ん
な
惡
戲
の

滿
足
を
喜
ば
せ
て
置
く
の
は
面
白
く
な
い
。

　
自
分
は
二
人
と
も
見
た
事
は
無
い
の
だ
け
れ
ど
、
芥
川
氏
の
人
の
惡
い
微

笑
を
浮
べ
た
顏
と
、
本
間
氏
の
眞
面
目
が
つ
て
ゐ
る
顏
を
想
ひ
浮
べ
て
吹
出

し
度
く
な
つ
た
。

「
ど
う
も
失
禮
致
し
ま
し
た
。
」

　
と
襖
を
あ
け
て
主
婦
が
出
て
來
た
の
で
、
自
分
は
何
氣
な
い
顏
を
し
て
新
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聞
を
た
た
ん
だ
。

「
隨
分
御
退
屈
で
し
た
で
せ
う
。
」

「
い
い
え
、
新
聞
を
拜
見
し
て
ゐ
ま
し
た
。
」

「
さ
う
さ
う
、
主
人
が
さ
う
云
つ
て
ま
し
た
よ
、
今
朝
の
新
聞
に
貴
方
の
お

書
き
に
な
つ
た
も
の
の
批
評
が
出
て
居
ま
す
つ
て
ね
。
」

「
エ
エ
、
今
そ
れ
を
讀
ん
で
ゐ
た
ん
で
す
。
」

「
い
か
が
で
す
、
評
判
は
い
い
ん
で
す
か
。
」

「
イ
イ
エ
、
不
相
變
叱
ら
れ
て
ゐ
る
ん
で
す
。
」

「
な
ん
で
す
か
主
人
あ
る
じ
は
自
分
の
事
か
な
ん
ぞ
の
や
う
に
ぷ
ん
ぷ
ん
云
つ
て
ま

し
た
よ
。
こ
ん
な
批
評
を
書
い
て
ゐ
て
も
原
稿
料
が
取
れ
る
ん
だ
か
ら
文
學

者
は
樂
だ
ね
な
ん
て
。
」
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「
だ
つ
て
私
の
小
説
に
さ
へ
原
稿
料
を
拂
ふ
ん
で
す
も
の
。
」

　
自
分
は
主
婦
の
氣
持
の
い
い
顏
付
と
、
齒
切
の
い
い
言
葉
を
聞
い
て
、
輕

い
氣
分
に
な
つ
て
笑
つ
た
。

「
ど
う
も
難
有
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
時
間
で
す
か
ら
芝
居
の
方
に
行
き
ま
せ

う
。
」

「
面
白
い
ん
で
す
か
し
ら
。
評
判
は
い
い
や
う
で
す
ね
。
」

「
評
判
て
新
聞
の
で
せ
う
、
あ
て
に
な
る
も
ん
で
す
か
。
」

　
自
分
は
今
の
本
間
氏
の
批
評
か
ら
人
を
信
用
し
な
い
心
持
に
な
つ
て
ゐ
た

の
で
、
憎
ま
れ
口
を
き
き
な
が
ら
立
上
が
つ
た
。
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歌
舞
伎
座
に
行
く
と
、
兄
や
嫂
は
も
う
來
て
ゐ
て
、
自
分
が
患
部
を
氣
に

し
て
妙
な
格
好
で
横
坐
り
に
坐
る
と
、
直
ぐ
に
幕
が
開
い
た
。

　
ま
る
ま
る
と
肥
つ
た
松
井
須
磨
子
の
山
姫
が
金
髮
を
く
し
け
づ
り
な
が
ら
、

目
の
前
の
蜂
に
い
け
ぞ
ん
ざ
い
な
口
を
き
い
て
居
る
。
誰
だ
つ
た
か
忘
れ
た

が
、
松
井
須
磨
子
の
豐
滿
な
肉
體
の
極
め
て
肉
感
的
な
事
を
讚
美
し
た
文
筆

の
士
が
あ
つ
た
。
た
し
か
に
近
代
的
好
色
男

す
き
も
の

の
心
を
そ
そ
る
肉
體
で
あ
ら
う
。

太
い
首
か
ら
、
山
國
産
ら
し
い
肩
の
形
、
づ
ん
ぐ
り
し
た
胴
、
豐
か
に
ま
あ

る
い
お
尻
な
ど
は
、
病
的
な
浮
世
繪
や
草
艸
紙
の
美
人
の
弱
々
し
さ
を
嫌
ふ

現
代
の
油
繪
畫
家
も
喜
ぶ
姿
態
か
も
し
れ
な
い
。
不
幸
に
し
て
そ
の
姫
が
山

姫
ラ
ウ
テ
ン
デ
ラ
イ
ン
と
い
ふ
よ
り
も
場
末
の
酒
場
舞
踏
場

カ

バ

レ

に
出
る
踊
子
か
、

日
本
で
い
へ
ば
酌
婦
の
や
う
に
思
は
れ
た
の
で
あ
る
。
困
つ
た
事
に
は
足
に
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坐
り
癖
が
つ
い
て
ゐ
て
、
う
す
衣ぎぬ
ば
か
り
の
曲
線
の
際
立
つ
姿
で
腰
か
け
て

ゐ
る
と
、
自
然
と
内
輪
に
曲
つ
て
ゐ
て
怖
ろ
し
く
醜
く
か
つ
た
。
し
か
も
山

姫
の
無
邪
氣
さ
を
見
せ
る
爲
め
か
、
子
供
の
や
う
に
ば
た
つ
か
せ
る
足
の
位

置
が
、
揃
へ
て
前
に
投
げ
出
せ
ば
い
ゝ
の
に
、
兩
方
に
開
い
て
ゐ
る
の
で
、

愈
々
酌
婦
め
い
た
淫
猥
な
格
好
に
な
つ
た
。

　
自
分
は
新
し
い
戲
曲
の
爲
め
に
冷
汗
を
覺
え
て
ゐ
る
と
、

「
こ
れ
は
非ひ
道ど
い
。
」

　
と
兄
は
低
い
聲
で
つ
ぶ
や
い
た
。
教
養
の
あ
る
紳
士
が
、
何
か
の
機
會
で
、

婦
人
の
見
る
べ
か
ら
ざ
る
姿
態
を
見
せ
ら
れ
た
時
に
つ
ぶ
や
く
や
う
な
、
困

つ
て
赤
面
し
た
や
う
な
兄
の
樣
子
を
見
て
、
自
分
は
腋
の
下
の
汗
を
拭
い
た
。

　
口
の
き
き
方
も
山
姫
の
無
邪
氣
さ
に
は
遠
く
、 
蓮  

葉 
は
す
つ
ぱ

娘
が
甘
や
か
し
は
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う
だ
い
の
母
親
の
前
で
だ
だ
を
こ
ね
て
ゐ
る
や
う
で
あ
つ
た
。

　
や
が
て
歌
を
う
た
つ
た
。
小
學
生
の
生
徒
が
「
螢
の
光
、
窓
の
雪
」
と
歌

ふ
や
う
に
、
極
め
て
單
純
に
う
た
つ
た
。

　
や
が
て
踊
つ
た
。
忘
年
會
で
か
つ
ぽ
れ
を
踊
る
會
社
員
よ
り
も
危
な
い
足

ど
り
だ
つ
た
。

　
自
分
は
兄
と
顏
を
見
合
せ
て
苦
笑
し
た
。

　
言
ふ
忽
れ
、
又
し
て
も
外
形
の
美
醜
に
よ
つ
て
判
斷
す
る
も
の
と
。
自
分

が
此
の
時
の
不
愉
快
は
、
屡
々
泰
西
の
戲
曲
を
演
じ
る
松
井
須
磨
子
は
、
何

故
に
も
つ
と
歐
米
人
の
姿
態
　
　
身
ぶ
り
、
手
ぶ
り
、
足
ぶ
り
を
研
究
し
な

い
か
、
カ
チ
ュ
ウ
シ
ヤ
の
歌
を
う
た
ひ
、
さ
す
ら
ひ
の
歌
を
う
た
ひ
、
更
に

山
姫
の
歌
を
う
た
ふ
松
井
須
磨
子
は
、
何
故
に
ほ
ん
た
う
に
聲
の
出
る
や
う
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に
正
式
の
聲
樂
の
練
習
を
つ
ま
な
い
の
か
。
何
故
に
西
洋
舞
踏
の
初
歩
位
は

も
う
少
し
正
確
に
學
ば
な
い
の
か
。
餘
り
に
無
反
省
な
そ
の
心
事
を
不
愉
快

に
思
つ
た
の
で
あ
る
。

　
人
々
は
山
姫
の
く
る
く
る
�
り
な
が
ら
踊
る
の
を
見
て
、
そ
の
足
の
ぶ
ざ

ま
に
太
い
の
を
指
さ
し
て
笑
つ
た
が
、
そ
の
足
の
ぶ
ざ
ま
に
太
い
の
は
許
せ

る
け
れ
ど
も
、
そ
の
踊
り
の
餘
り
極
端
な
る
拙
劣
さ
は
許
さ
れ
な
い
。
少
く

と
も
足
の
形
を
よ
く
す
る
事
は
不
可
能
に
近
い
が
、
舞
踏
は
勉
強
次
第
で
或

點
迄
の
進
歩
は
期
し
得
る
の
で
あ
る
。

　
森
の
精
ワ
ル
ド
シ
ュ
ラ
ア
ト
の
無
邪
氣
ら
し
く
い
い
氣
な
の
は
左
程
で
も

な
か
つ
た
が
、
池
の
精
ニ
ツ
ケ
ル
マ
ン
の
お
神
樂
の
素
盞
嗚
尊
の
や
う
な
風

を
し
て
、
そ
の
癖
妙
に
村
の
色
男
ら
し
い
塗
り
つ
ぶ
し
た
顏
で
、
も
の
を
言
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は
な
い
時
で
も
年
中
變
て
こ
に
口
を
開
い
て
ゐ
る
氣
取
つ
た
、
い
ゝ
氣
持
さ

う
な
の
は
、
見
る
に
堪
へ
な
か
つ
た
。

　
鑄
鐘
師

い
も
の
し

ハ
イ
ン
リ
ツ
ヒ
は
新
派
の
色
男
の
せ
り
ふ
�
し
で
悲
劇
が
り
、
牧

師
、
教
師
、
散
髮
屋
は
曾
我
迺
家
の
身
ぶ
り
で
ふ
ざ
け
た
。

　
そ
の
「
外
形
」
の
醜
さ
は
明
白
で
あ
る
が
、
此
の
人
々
に
「
沈
鐘
」
が
了

解
さ
れ
て
ゐ
る
と
は
、
如
何
に
新
劇
贔
負
の
自
分
に
も
思
ひ
も
及
ば
な
い
事

で
あ
つ
た
。
あ
ら
ゆ
る
點
に
於
て
不
勉
強
で
あ
る
。
無
責
任
無
反
省
で
、
且

つ
自
慢
さ
う
に
演
じ
て
ゐ
る
の
が
氣
に
喰
は
な
か
つ
た
。

「
自
由
劇
場
」
の
役
者
達
は
、
雜
誌
新
聞
に
衆
を
た
の
ん
で
筆
陣
を
張
る
頭あ

腦たま
の
惡
い
派
に
云
は
せ
る
と
、
「
藝
術
座
」
な
ど
の
役
者
達
に
比
べ
て
本
來

理
解
力
の
少
な
い
も
の
と
看
做
さ
れ
勝
で
あ
つ
た
が
、
頭
腦
の
い
い
惡
い
と
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い
ふ
事
は
學
校
に
通
つ
た
年
限
の
長
い
短
い
で
決
ま
る
わ
け
で
は
な
い
。
小

學
校
も
ろ
く
に
出
な
い
や
う
な
「
自
由
劇
場
」
の
役
者
は
遙
か
に
勝
れ
た
る

理
解
力
を
示
し
た
。 

加  

之 

お
ま
け
に

あ
の
役
者
達
は
、
手
馴
れ
な
い
泰
西
の
戲
曲
を

演
じ
る
事
に
對
し
て
異
常
な
覺
悟
を
持
つ
て
ゐ
た
。
少
く
と
も
そ
の
戲
曲
を

尊
敬
し
、
且
つ
忠
實
に
演
じ
よ
う
と
す
る
努
力
か
ら
固
く
な
り
過
ぎ
た
程
敬

虔
で
あ
つ
た
。

　
一ひと
頃
「
有
樂
座
」
で
や
つ
て
ゐ
た
「
土
曜
劇
場
」
の
下
手
な
連
中
さ
へ
、

自
分
に
は
「
藝
術
座
」
よ
り
も
立
派
な
も
の
だ
つ
た
や
う
に
考
へ
ら
れ
る
。

額
に
汗
を
流
し
流
し
、
聲
を
ふ
り
し
ぼ
つ
て
ゐ
た
彼か
の
一
派
は
、
屡
々
面
白

い
も
の
を
見
せ
て
く
れ
た
。  

要    

之  

え
う
す
る
に

そ
れ
は
「
外
形
」
の
美
醜
に
よ
つ
て

わ
か
つ
べ
き
優
劣
で
は
な
く
て
、
精
神
的
の
美
醜
に
よ
つ
て
定
ま
る
優
劣
で

34貝殼追放



あ
る
。
無
責
任
に
い
い
氣
な
役
者
は
、
眞
摯
な
役
者
に
は
か
な
は
な
い
の
だ
。

　
自
分
は
役
者
達
の
態
度
に
不
滿
を
感
じ
る
と
同
時
に
、
そ
の
指
導
者
に
對

し
て
も
不
滿
だ
つ
た
。

　
自
分
は
松
井
須
磨
子
を
所
謂
新
し
い
女
優
の
中
で
は
、
他
の
者
に
比
べ
て

段
違
ひ
に
う
ま
い
と
思
つ
て
ゐ
て
、
指
導
さ
へ
よ
か
つ
た
ら
、
も
つ
と
い
い

芝
居
を
し
て
見
せ
て
く
れ
る
人
だ
と
信
じ
て
ゐ
る
。
け
れ
ど
も
須
磨
子
の
柄

か
ら
云
つ
て
も
、
藝
風
か
ら
云
つ
て
も
、
決
し
て
「
沈
鐘
」
を
演
ず
べ
き
で

は
な
く
、
も
つ
と
寫
實
的
な
戲
曲
に
向
く
人
で
あ
る
と
斷
言
し
て
も
い
い
。

何
故
わ
ざ
わ
ざ
柄
に
無
い
「
沈
鐘
」
を
選
ん
で
「
藝
術
座
の
女
皇
」
に
演
じ

さ
せ
よ
う
と
し
た
の
か
。
或
人
々
は
島
村
抱
月
氏
が
妻
子
を
捨
て
て
須
磨
子

と
く
つ
つ
い
た
事
實
か
ら
「
沈
鐘
」
を
選
ん
だ
の
だ
と
噂
す
る
が
、
そ
ん
な
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評
判
は
信
じ
た
く
無
い
。
恐
ら
く
は
「
藝
術
座
」
の
連
中
の 

向 

不 

見 

む
か
う
み
ず

の
結

果
な
の
で
あ
ら
う
。

　
け
れ
ど
も
開
場
以
來
一
週
間
に
近
い
そ
の
日
さ
へ
、
入
り
は
八
分
迄
あ
つ

た
。
「
自
由
劇
場
」
も
「
土
曜
劇
場
」
も
、
そ
の
他
の
劇
團
の
多
く
も
息
を

ひ
そ
め
て
し
ま
つ
た
の
に
、
兎
に
も
角
に
も
「
藝
術
座
」
は
、
ひ
と
り
帝
都

の
大
劇
場
で
客
を
呼
ん
で
ゐ
る
の
は
、
原
因
が
無
く
て
は
な
ら
な
い
。

　
自
分
な
ど
が
餘
り
に
無
責
任
、
無
教
練
な
う
た
ひ
ぶ
り
に
冷
汗
を
覺
え
て

ゐ
る
隣
の
棧
敷
で
は
、
新
橋
邊
の
生
意
氣
さ
う
な
若
い
藝
者
を
引
連
れ
て
ゐ

る
成
金
ら
し
い
五
十
男
が
、

「
須
磨
子
の
聲
は
え
え
な
あ
。
」

　
と
感
に
堪
へ
て
ゐ
る
の
だ
か
ら
、
或
は
正
直
に
感
服
し
て
見
て
ゐ
る
多
數
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が
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
け
れ
ど
、
そ
れ
よ
り
も
そ
の
人
々
を
感
服
さ
せ
る

何
か
特
別
の
原
因
が
あ
る
の
に
違
ひ
な
い
。

「
よ
く
こ
ん
な
芝
居
で
も
見
に
來
る
人
が
あ
る
ね
。
河
合
の
た
め
か
し
ら
。
」

　
兄
は
い
ぶ
か
し
さ
う
に
場
内
を
見
�
し
た
が
、
自
分
は
答
へ
る
事
が
出
來

な
か
つ
た
。

　
二
幕
目
、
三
幕
目
、
四
幕
目
、
さ
う
し
て
最
後
の
幕
が
濟
ん
だ
時
に
、
自

分
は
此
の
見
て
ゐ
て
も
恥
し
い
戲
曲
の
終
り
を
喜
ぶ
安
心
と
共
に
「
藝
術
座
」

の
強
味
を
認
め
得
た
。
そ
れ
は
向
不
見
の
強
味
で
あ
る
。
自
分
が
罵
倒
し
た

く
て
堪
ら
な
い
無
責
任
そ
の
も
の
の
強
味
で
あ
る
。
さ
う
だ
。
藝
術
的
良
心

の
無
い
強
味
だ
。
無
鐵
砲
の
強
味
だ
。

　
勿
論
そ
れ
は
眞
の
強
味
で
は
な
い
。
し
か
し
少
く
と
も
、
と
も
す
れ
ば
現
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在
を
支
配
し
よ
う
と
す
る
強
味
で
あ
る
。
藝
術
的
良
心
の
強
い
者
が
、
あ
あ

で
も
無
い
、
か
う
で
も
無
い
と
思
ひ
惱
み
、
手
も
足
も
出
な
く
な
り
勝
な
時

に
、
何
等
顧
慮
す
る
事
な
く
、
馬
車
馬
の
勢
を
以
て
驅
け
出
す
の
だ
。
實
に

此
の
無
反
省
の
強
味
は
、
現
代
の
政
治
に
も
、
事
業
界
に
も
、
文
壇
に
も
、

歴
々
と
し
て
現
れ
て
ゐ
る
。
怖
ろ
し
い
と
思
つ
た
時
、
自
分
は
本
間
久
雄
氏

の
存
在
を
想
ひ
起
し
た
。

「
い
か
が
で
ご
ざ
い
ま
す
、
只
今
の
は
。
」

　
お
茶
を
持
つ
て
來
た
出
方
は
、
愛
想
の
い
い
顏
を
つ
き
出
し
て
き
い
た
。

「
あ
ん
ま
り
感
心
し
な
か
つ
た
よ
。
」

「
な
ん
で
す
か
手
前
ど
も
に
は
、
か
ら
つ
き
し
わ
か
ら
ね
え
ん
で
す
が
、
兎

に
角
歌
舞
伎
座
の
も
の
ぢ
や
ご
ざ
い
ま
せ
ん
や
。
」
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と
一
人
で
眉
を
あ
げ
て
罵
倒
し
た
が
、

「
ま
づ
山
の
手
の
も
の
で
ご
ざ
い
ま
せ
う
な
あ
。
」

　
と
云
ひ
得
て
嬉
し
い
と
云
つ
た
顏
付
で
立
ち
去
つ
た
。

　
自
分
は
ふ
だ
ん
な
ら
ば
、
こ
ん
な
月
並
な
江
戸
が
り
は
嫌
ひ
な
ん
だ
が
、

そ
の
時
は
味
方
を
得
た
や
う
な
氣
が
し
て
一
緒
に
痛
快
が
つ
た
。
そ
れ
は
確

か
に
弱
者
の
聲
で
あ
ら
う
。
吠
え
ら
れ
て
逃
げ
て
ゆ
く
犬
の
悲
し
い
叫
び
で

あ
ら
う
。
後
か
ら
群
つ
て
追
ひ
迫
る
野
良
犬
の
一
匹
々
々
別
々
な
ら
ば
怖
ろ

し
く
も
な
い
の
だ
が
、
密
集
し
て
ゐ
る
力
の
塊
に
は
な
み
な
み
の
も
の
で
は

か
な
は
な
い
。
素
早
く
横
町
に
姿
を
か
く
す
育
の
い
い
犬
の
聲
に
ち
が
ひ
な

い
。

　
さ
う
だ
。
文
壇
も
劇
壇
も
、
た
と
へ
根
柢
の
無
い
勢
力
で
は
あ
ら
う
け
れ

39



ど
、
ほ
し
い
ま
ま
に
跋
扈
し
て
ゐ
る
の
は
向
不
見
の
強
味
を
持
つ 

徒  

輩 

と
も
が
ら

で

あ
る
。
一
人
々
々
數
へ
る
と
、
田
圃
の
稻
子
い
な
ご
に
過
ぎ
な
い
け
れ
ど
、
密
集
し

て
來
る
時
の
力
は
怖
ろ
し
い
。
し
か
し
自
分
は
吠
え
な
が
ら
逃
げ
る
犬
を
學

ぶ
の
は
よ
さ
う
。
噛
み
殺
さ
れ
る
迄
鬪
つ
て
み
よ
う
。
構
ふ
も
ん
か
、
こ
つ

ち
も
少
し
は
向
不
見
で
や
つ
つ
け
ろ
、
と
思
つ
た
時
、
自
分
は
既
に
大
な
る

群
衆
の
前
に
石
つ
ぶ
て
を
浴
び
て
ゐ
る
心
持
が
し
て
額
に
血
の
上
る
の
を
感

じ
た
。
（
大
正
七
年
九
月
廿
四
日
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
「
三
田
文
學
」
大
正
七
年
十
月
號
・
十
一
月
號
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