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一

　
古
井
由
吉
の
短
編
「
雨
宿
り
」
は
、
平
成
十
八
年
八
月
の
「
群
像
」
に

掲
載
さ
れ
、
短
編
集
『
白
暗
淵

（
1
）

』（
平
19
、
講
談
社
）
に
収
録
さ
れ
た
。

　「
雨
宿
り
」
に
つ
い
て
詳
し
く
論
じ
た
先
行
研
究
は
、
皆
無
に
等
し
い

（
2
）

。

そ
こ
で
本
稿
で
は
、「
雨
宿
り
」
の
主
題
や
内
容
や
構
成
や
登
場
人
物
や

文
体
等
に
つ
い
て
、
詳
し
く
考
察
し
た
い
。
ま
た
空
間
論
や
時
間
論
や
語

り
論
か
ら
も
明
ら
か
に
し
た
い
。

平
成
十
八
年
に
古
井
は
六
十
九
歳
で
あ
り
、
古
井
の
心
境
が
ど
の
よ
う

な
位
相
に
あ
り
、
小
説
を
書
く
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
改
め
て
ど
の
よ
う

に
認
識
し
て
い
た
か
、
そ
の
様
相
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
も
試
み
た
い
。

現
代
文
学
は
ど
う
あ
る
べ
き
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
も
極
め
て
自
覚
的

な
書
き
手
で
あ
る
故
に
、
現
代
の
小
説
の
在
り
様
を
照
射
す
る
こ
と
に
も

つ
な
が
る
は
ず
で
あ
る
。

古
井
は
、
飯
田
橋
文
学
会
編
『
現
代
作
家
ア
ー
カ
イ
ヴ
１
―
―
自
身

の
創
作
活
動
を
語
る
』（
平
29
、
東
京
大
学
出
版
会
）
の
中
で
、『
辻
』（
平

18
、
新
潮
社
）『
白
暗
淵
』（
平
19
、
講
談
社
）『
や
す
ら
い
花
』（
平
22
、

新
潮
社
）
の
三
作
品
に
つ
い
て
、「
老
年
へ
の
急
坂
で
書
い
た
も
の
に
、

ど
う
も
私
の
な
か
の
も
の
が
か
な
り
煮
詰
ま
っ
て
い
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
。

そ
の
な
か
に
は
も
ち
ろ
ん
老
年
も
あ
る
け
ど
、
初
老
も
中
年
も
青
年
も
少

年
も
あ
る
よ
う
に
思
っ
た
」
と
述
べ
て
い
る
。
語
り
手
の
主
人
公
が
七
十

歳
に
近
い
老
年
で
あ
る
の
で
、
時
間
の
停
滞
し
た
回
想
の
中
で
は
、
自
身

の
中
年
期
や
少
年
期
の
体
験
な
ど
も
取
り
込
ま
れ
て
、
自
在
に
時
空
間
を

往
還
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
後
で
二
項
対
立
と

両
義
性
と
い
う
視
点
か
ら
も
考
察
し
た
い
。

　
ま
た
古
井
は
、
こ
の
「
雨
宿
り
」
が
収
録
さ
れ
て
い
る
『
白
暗
淵
』
に

つ
い
て
、「
年
の
坂
」（『
楽
天
の
日
々
』
所
収
、
平
29
、
キ
ノ
ブ
ッ
ク
ス
）

の
中
で
、「
自
分
が
た
ど
た
ど
し
く
も
書
き
綴
っ
て
い
る
こ
と
は
所
詮
虚
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構
で
あ
り
、
あ
る
い
は
虚
妄
で
あ
る
か
も
し
れ
ず
、
そ
の
こ
と
は
片
時
も

忘
れ
て
は
な
ら
な
い
が
、
虚
構
と
は
つ
ま
る
と
こ
ろ
何
な
の
か
、
と
作
品

を
進
め
る
間
に
訝
っ
て
筆
の
止
ま
る
こ
と
が
あ
っ
た
。
虚
構
と
は
招
魂
の

た
め
の
、
姑
息
な
が
ら
の
、
呪
術
み
た
い
な
も
の
で
は
な
い
か
、
と
あ
る

時
唐
突
と
し
て
考
え
た
。
招
魂
と
言
っ
て
も
、
そ
の
招
く
べ
き
魂
の
こ
と

は
、
知
れ
ぬ
こ
と
に
し
て
い
る
。
魂
と
言
う
か
ら
に
は
不
死
で
な
く
て
は

な
ら
ず
、
そ
の
不
死
と
い
う
と
こ
ろ
で
思
案
は
足
止
め
を
く
ら
う
。
紛
れ

失
せ
た
記
憶
を
招
こ
う
と
す
る
、
と
い
う
ほ
ど
の
こ
と
を
考
え
た
ま
で
で

あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
こ
こ
に
は
当
時
の
古
井
が
、
ど
の
よ
う
な
小
説

作
成
上
の
模
索
や
工
夫
を
し
て
い
た
か
が
示
さ
れ
て
い
る
。
小
説
を
書
き

綴
る
こ
と
が
、
不
死
で
あ
る
べ
き
魂
を
招
く
と
か
、
紛
れ
失
せ
た
記
憶
を

招
く
こ
と
に
つ
な
が
る
と
い
う
独
自
の
捉
え
方
を
し
て
い
る
。「
雨
宿
り
」

に
即
せ
ば
、
こ
の
考
え
は
既
に
故
人
と
な
っ
た
母
な
ど
の
親
族
の
こ
と
を

同
伴
者
の
よ
う
に
追
想
す
る
と
こ
ろ
に
顕
著
に
示
さ
れ
て
い
る
。

二

　「
雨
宿
り
」
の
冒
頭
は
、「
稲
妻
に
も
雷
鳴
に
も
そ
の
老
人
の
顔
は
ま
る

で
反
応
を
見
せ
な
か
っ
た
。
目
は
開
け
て
い
る
が
、
睡ね

む

っ
て
い
る
か
の
よ

う
だ
っ
た
。
雨
脚
は
い
よ
い
よ
激
し
く
、
廂
か
ら
滴
が
簾
と
な
っ
て
垂
れ
、

格
子
の
窓
に
背
を
寄
せ
て
二
人
は
並
ん
で
立
っ
て
い
た
。
当
時
で
も
と
う

に
珍
し
い
遺
物
に
な
っ
て
い
た
仕し

も

た

や

舞
屋
風
の
平
屋
の
、
軒
下
の
雨
宿
り
に

な
る
。
笹
山
が
駆
け
こ
ん
だ
時
に
は
、
老
人
は
家
の
内
か
ら
ふ
ら
り
と
出

て
雨
脚
を
眺
め
て
い
る
姿
に
見
え
た
。
し
か
し
肩
が
濡
れ
て
い
て
、
手
に

は
傘
を
衝
い
て
い
る
。
傘
も
間
に
合
わ
な
く
な
っ
た
降
り
を
、
笹
山
と
ひ

と
足
違
い
に
、
こ
こ
へ
避
け
た
も
の
ら
し
い
。
雨
の
音
に
耳
を
聾
さ
れ
て

お
互
い
に
物
も
言
わ
ず
に
い
た
。
今
か
ら
二
十
年
あ
ま
り
も
昔
、
笹
山
は

四
十
代
の
な
か
ば
に
来
て
い
た
」
と
あ
る
。
主
人
公
の
笹
山
は
五
月
の
連

休
過
ぎ
に
、
激
し
い
雨
に
見
舞
わ
れ
雨
宿
り
を
す
る
こ
と
に
な
る
。

　「
雨
宿
り
」
で
は
、
四
十
歳
代
で
体
験
し
た
雨
宿
り
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
、

二
十
年
後
に
回
想
し
、
意
味
づ
け
よ
う
と
し
て
い
る
。
あ
の
日
の
雨
宿
り

で
傍
に
い
た
老
人
は
一
体
何
物
だ
っ
た
の
か
。「
老
人
の
姿
は
、
顔
こ
そ

忿
怒
の
相
を
永
劫
に
刻
ま
れ
た
よ
う
に
浮
き
立
た
せ
た
」
と
あ
る
が
、
ま

さ
に
忿
怒
の
仏
像
の
よ
う
な
形
相
と
し
て
笹
山
に
は
映
っ
た
の
で
あ
る
。

「
若
い
者
の
眼
は
、
強
く
て
、
恐
い
」
と
い
う
老
人
の
台
詞
も
、
呟
か
れ

た
当
時
は
、
傍
に
い
る
笹
山
の
視
線
の
鋭
さ
を
気
配
と
し
て
感
じ
取
り
、

警
戒
し
た
の
か
と
思
う
。
そ
の
後
し
ば
ら
く
す
る
と
、「
あ
の
年
寄
り
は
、

窓
の
内
で
女
と
交
わ
る
男
と
、
傍
に
立
つ
濡
れ
ね
ず
み
の
男
と
に
、
同
じ

臭
い
を
嗅
ぎ
つ
け
て
い
た
の
か
」
と
思
う
よ
う
に
な
る
。
ど
ち
ら
も
老
人

に
は
、
何
か
鬼
気
迫
る
雰
囲
気
を
与
え
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。
二
十
年
の
歳
月
が
過
ぎ
た
挙
句
に
、「
笹
山
に
向
か
っ
て
傘

の
下
か
ら
つ
ぶ
や
い
た
の
は
、
自
身
の
壮
年
の
残
り
を
笹
山
へ
投
げ
て
渡

し
た
か
、
と
よ
う
や
く
悟
っ
た
気
が
」
し
た
の
で
あ
る
。
老
人
の
呟
き
は
、

笹
山
に
向
け
ら
れ
た
と
い
う
よ
り
も
、
若
い
頃
の
老
人
自
身
を
回
想
し
て
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の
感
慨
で
は
な
か
っ
た
か
と
思
う
よ
う
に
な
る
。
そ
こ
に
は
何
十
年
も
隔

て
て
、
老
人
の
自
嘲
や
自
虐
の
思
い
が
反
映
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
更

に
言
え
ば
、
日
常
に
遣
り
取
り
さ
れ
る
言
葉
も
、
ど
れ
程
理
解
し
て
伝

わ
っ
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
へ
の
根
源
的
な
不
信
が
投
影
し
て
い
る
。
そ

れ
で
も
老
人
が
若
者
一
般
に
つ
い
て
述
べ
た
の
か
、
老
人
自
身
の
個
人
的

な
体
験
を
踏
ま
え
て
述
べ
た
の
か
曖
昧
な
ま
ま
で
あ
る
。
恐
ら
く
両
者
が

混
じ
り
合
っ
た
よ
う
な
と
こ
ろ
か
ら
出
た
老
人
の
呟
き
だ
ろ
う
が
、
作
品

の
中
か
ら
だ
け
で
は
は
っ
き
り
し
な
い
ま
ま
で
あ
る
。
行
き
ず
り
の
老
人

で
あ
る
か
ら
仕
方
が
な
い
と
こ
ろ
が
あ
る
が
、
そ
れ
で
も
笹
山
の
脳
裏
に

は
、
禅
問
答
の
よ
う
な
言
葉
と
し
て
い
つ
ま
で
も
残
っ
た
の
で
あ
る
。

　
老
人
に
こ
だ
わ
り
二
十
年
後
に
回
想
す
る
笹
山
の
感
性
も
独
特
で
あ
る
。

よ
う
や
く
老
人
と
同
じ
年
齢
に
達
し
て
、
老
人
の
言
動
に
得
心
し
た
と
い

う
だ
け
で
は
済
ま
さ
れ
な
い
と
こ
ろ
が
あ
る
。
あ
の
老
人
は
笹
山
に
と
っ

て
、
分
身
め
い
た
存
在
と
し
て
蘇
っ
て
い
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
老
人
の
視

点
を
取
り
込
む
こ
と
で
、
二
十
年
前
の
自
分
の
姿
も
顧
み
ら
れ
て
い
る
。

背
後
の
部
屋
に
感
じ
た
男
女
の
気
配
は
何
だ
っ
た
の
か
。「
窓
の
磨
硝

子
は
夕
立
の
冷
気
に
触
れ
て
、
内
と
外
か
ら
露
を
結
ん
で
濡
れ
、
軒
下
に

立
つ
人
の
影
を
透
か
せ
て
い
る
は
ず
だ
」
と
い
う
こ
と
で
、
窓
の
磨
硝
子

を
通
し
て
、
気
配
よ
り
も
も
っ
と
濃
密
な
存
在
の
影
と
し
て
伝
わ
っ
て
い

た
の
で
あ
る
。
背
後
に
い
る
気
配
の
「
格
子
の
窓
の
内
の
男
女
」
は
、
性

と
い
う
こ
と
だ
け
で
な
く
、
仏
教
で
言
う
生
老
病
死
の
「
生
」
を
象
徴
し

て
い
る
と
も
取
れ
る
。
そ
こ
に
い
る
男
女
に
よ
っ
て
、
こ
の
世
に
い
ず
れ

生
ま
れ
て
来
る
命
が
暗
示
さ
れ
て
い
よ
う
。
仏
教
で
言
う
、
娑
婆
の
四
苦

に
お
け
る
「
生
」
の
暗
喩
め
い
た
存
在
で
あ
る
。「
雨
宿
り
」
に
は
、
老

病
死
の
実
相
は
随
所
に
描
か
れ
て
い
る
。

ま
た
、
背
後
の
男
女
の
気
配
は
、
現
代
社
会
が
猥
雑
な
も
の
に
包
ま
れ

て
い
る
こ
と
の
象
徴
の
よ
う
に
描
か
れ
て
い
る
。
二
十
年
が
過
ぎ
れ
ば
、

「
あ
れ
は
ま
や
か
し
の
よ
う
な
夕
立
だ
っ
た
。
雷
鳴
と
と
も
に
雨
が
走
り
、

あ
の
窓
の
内
の
女
も
今
で
は
高
年
に
入
っ
た
こ
と
だ
ろ
う
、
ま
し
て
老
人

は
お
そ
ら
く
と
う
に
こ
の
世
に
は
い
な
い
、
も
う
長
年
、
死
ん
で
い
る
、

と
数
え
返
す
間
に
も
雨
の
音
は
引
い
て
部
屋
の
内
は
明
る
く
な
り
、
日
が

差
し
て
来
た
」
と
い
う
よ
う
に
、
客
観
化
、
相
対
化
し
て
捉
え
る
よ
う
に

な
る
。
あ
の
老
人
も
も
は
や
こ
の
世
に
は
い
な
い
だ
ろ
う
が
、
笹
山
の
記

憶
の
中
で
は
生
き
て
い
る
の
で
あ
る
。

笹
山
は
雨
宿
り
の
記
憶
と
踏
切
り
の
警
報
へ
の
怯
え
を
、
つ
な
が
り
の

あ
る
も
の
と
し
て
捉
え
て
い
る
。
笹
山
は
か
つ
て
人
か
ら
聞
か
さ
れ
た
話

を
手
掛
か
り
に
、「
人
は
と
か
く
踏
切
り
の
と
こ
ろ
で
失
踪
し
た
も
の
だ
」

と
か
、「
日
の
暮
れ
な
ず
む
頃
に
、
時
刻
表
に
は
な
い
白
い
電
車
が
踏
切

り
で
待
つ
人
間
を
拾
っ
て
い
く
」
と
か
い
っ
た
こ
と
を
思
う
。
雨
と
い
う

自
然
の
厄
災
と
踏
切
り
と
い
う
人
工
の
厄
災
で
あ
り
、
両
者
が
つ
な
が
っ

て
記
憶
に
残
っ
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

ま
た
、「
人
を
殺
し
た
人
間
が
、
か
り
に
そ
ば
に
い
た
と
し
た
ら
、
そ

れ
と
感
じ
る
だ
ろ
う
か
」
と
い
う
こ
と
も
、
人
か
ら
尋
ね
ら
れ
た
こ
と
を

き
っ
か
け
に
、
半
月
後
に
自
問
自
答
し
て
し
ま
う
。
ど
ち
ら
の
話
も
具
体
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的
な
登
場
人
物
の
語
り
と
し
て
示
さ
れ
て
い
る
訳
で
は
な
く
、
た
だ
人
生

の
行
き
ず
り
で
聞
い
た
話
が
、
む
し
ろ
主
人
公
の
記
憶
に
い
つ
ま
で
も
留

ま
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
笹
山
の
脳
裏
に
は
、
娑
婆
の
老
病
死
の
不
安

や
恐
怖
が
付
き
ま
と
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
む
し
ろ
そ
の
よ
う
な
不
安
や

恐
怖
こ
そ
が
、
こ
の
世
を
生
き
る
実
相
で
も
あ
る
と
笹
山
は
思
っ
て
い
る
。

　
そ
の
一
方
で
、「
雨
宿
り
」
に
は
随
所
に
社
会
的
な
事
件
や
世
相
が
描
か

れ
て
お
り
、
そ
の
よ
う
な
殺
伐
と
し
た
世
の
中
を
く
ぐ
り
抜
け
て
生
き
て

来
た
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。
今
も
昔
も
、
そ
ん
な
世
の
中
を
く
ぐ
り
抜

け
て
来
た
と
い
う
実
感
が
笹
山
に
あ
り
、
人
の
世
と
は
そ
の
よ
う
な
も
の

と
い
う
諦
念
も
窺
え
る
。
殺
伐
と
し
た
世
相
や
事
件
に
つ
い
て
、「
こ
れ
は

す
べ
て
天
候
不
順
の
せ
い
だ
、
天
が
狂
え
ば
地
も
人
も
狂
う
、
と
古
め
か

し
い
こ
と
を
言
う
年
寄
り
も
」
い
て
、
自
然
の
異
変
と
異
常
な
事
件
を
結

び
付
け
る
者
も
い
た
の
で
あ
る
。「
天
が
狂
え
ば
地
も
人
も
狂
う
」
と
い
う

辺
り
は
、
作
品
集
の
タ
イ
ト
ル
の
「
白
暗
淵
」
と
つ
な
が
っ
て
い
よ
う
。

　「
雨
宿
り
」
が
作
品
集
『
白
暗
淵
』
に
収
録
さ
れ
て
い
る
せ
い
か
、「
雨

宿
り
」
に
は
、「
あ
た
り
が
白
く
、
真
っ
白
に
な
り
、
背
後
で
高
い
と
こ

ろ
か
ら
ド
ラ
ム
缶
で
も
落
と
し
た
よ
う
な
音
が
し
て
、
雷
鳴
と
な
っ
て
跳

ね
て
転
が
り
」
と
か
、「
雨
は
止
ん
で
ほ
の
白
い
光
が
道
に
差
し
て
い
た
」

と
か
、「
日
の
暮
れ
な
ず
む
頃
に
、
時
刻
表
に
は
な
い
白
い
電
車
が
踏
切

り
で
待
つ
人
間
を
拾
っ
て
い
く
」
な
ど
薄
明
の
よ
う
な
白
い
シ
ー
ン
も
目

立
つ
。
こ
の
よ
う
な
白
へ
の
こ
だ
わ
り
は
、
微
か
な
光
に
つ
な
が
り
、
仏

教
で
言
う
「
白
道
」
の
よ
う
な
浄
土
へ
到
る
細
い
白
道
に
重
ね
て
い
る
と

こ
ろ
も
あ
ろ
う
。

　
疎
開
や
空
襲
と
い
っ
た
記
憶
の
最
深
部
に
あ
る
混
沌
も
、
そ
の
ま
ま
表

出
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
笹
山
に
お
け
る
ト
ラ
ウ
マ
め
い
た
も
の
で
あ

る
。
こ
れ
は
疎
開
児
童
と
し
て
過
ご
し
た
古
井
の
体
験
と
重
な
っ
て
い
る

と
こ
ろ
が
あ
る
。

菖
蒲
の
花
の
黄
色
が
無
惨
と
感
じ
ら
れ
る
の
は
、「
子
供
の
頃
の
、
在

所
の
夜
の
田
畑
の
間
か
ら
ま
も
な
く
城
下
町
の
炎
上
を
、
声
の
届
か
ぬ
阿

鼻
叫
喚
の
惨
景
を
見
つ
め
た
、
そ
の
怯
え
の
照
り
返
し
か
、
と
思
っ
て
き

た
が
、
今
日
は
そ
の
花
の
色
が
、
長
い
睡
り
の
後
の
目
覚
め
の
よ
う
に
、

眼
に
深
く
染
み
た
。
花
と
は
恐
怖
の
精
華
か
、
恐
怖
の
狂
気
に
捉
え
ら
れ

て
人
が
変
容
す
る
そ
の
た
び
に
、
ど
こ
か
し
ら
で
、
こ
の
よ
う
に
無
垢
の

花
が
ひ
っ
そ
り
と
ひ
ら
い
て
、
雨
を
受
け
て
揺
れ
る
の
で
は
な
い
か
」
と

思
う
。
空
襲
の
中
で
菖
蒲
の
花
を
怯
え
な
が
ら
見
た
の
で
、
こ
の
黄
色
い

花
を
無
惨
な
も
の
と
見
て
し
ま
っ
て
い
た
が
、
実
は
無
垢
の
花
な
の
で
は

な
い
か
と
今
で
は
思
う
よ
う
に
な
る
。

　
結
末
の
「
そ
の
午
後
、
谷た

に

間あ

い
の
町
で
わ
ず
か
な
人
目
の
隙
に
自
宅
の

す
ぐ
近
く
か
ら
失
踪
し
た
少
年
が
、
翌
日
に
は
八
キ
ロ
も
下
流
の
、
川
に

臨
ん
だ
山
林
で
絞
殺
体
と
な
っ
て
発
見
さ
れ
た
」
と
い
う
と
こ
ろ
で
は
、

世
相
の
凄
惨
な
事
件
を
改
め
て
描
き
出
し
て
い
る
。「
雨
宿
り
」
に
は
随

所
に
世
相
や
事
件
が
意
図
的
に
挿
入
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
こ
に
は
殺
伐
と

し
た
世
の
中
と
隣
合
わ
せ
で
生
き
て
い
か
ざ
る
を
得
な
い
こ
と
が
示
さ
れ

て
い
る
。
笹
山
の
想
念
め
い
た
ま
ま
で
終
ら
せ
た
く
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
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う
し
、
そ
こ
で
は
人
生
と
い
う
仮
の
宿
に
い
る
と
、
死
も
隣
り
合
わ
せ
に

あ
る
と
い
う
こ
と
を
伝
え
よ
う
と
し
て
い
る
。
古
井
の
言
葉
に
即
せ
ば
、

「
極
限
状
況
と
日
常
が
隣
り
合
っ
て
あ
る
」（『
現
代
作
家
ア
ー
カ
イ
ヴ
１

―
―
自
身
の
創
作
活
動
を
語
る
』）
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
で
も
い

わ
ゆ
る
短
編
小
説
の
オ
チ
と
は
、
少
し
異
質
で
あ
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
ま

い
。
結
末
が
作
品
全
体
を
意
味
付
け
す
る
と
い
う
よ
り
も
、
混
沌
と
し
た

現
実
を
そ
の
ま
ま
引
き
ず
っ
て
し
ま
う
と
い
う
よ
う
な
終
り
方
で
あ
る
。

　
雨
宿
り
を
通
し
て
、
人
生
の
無
常
迅
速
を
象
徴
的
に
描
き
出
し
て
い

る
。
七
十
歳
の
笹
山
の
現
在
の
身
辺
に
つ
い
て
は
、「
雨
の
降
り
出
す
前

に
は
手
の
指
先
か
ら
肘
の
あ
た
り
ま
で
が
ひ
り
ひ
り
と
、
険
悪
そ
う
に
ざ

わ
つ
く
に
つ
れ
て
頭
の
内
が
、
ひ
と
つ
の
事
を
考
え
詰
め
た
あ
げ
く
に
何

ひ
と
つ
考
え
ら
れ
な
く
な
る
時
と
同
じ
に
、
徒

い
た
ず

ら
に
痼
る
の
に
苦
し
め
ら

れ
、
ど
う
せ
低
気
圧
か
前
線
の
接
近
に
埒
も
な
く
反
応
し
て
い
る
の
だ
ろ

う
が
、
七
十
に
近
く
な
っ
て
歳
月
の
澱お

り

が
い
よ
い
よ
融
け
き
ら
ず
脳
や
末

端
の
毛
細
管
を
塞
ぎ
つ
つ
あ
る
し
る
し
か
と
も
疑
っ
た
」
と
あ
る
。
老
病

死
へ
の
自
覚
が
深
ま
る
と
共
に
、
戦
慄
す
べ
き
人
生
の
無
常
を
実
感
し
て

い
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
が
「
雨
宿
り
」
に
象
徴
的
に
表
出
さ
れ
て
い
る
。

　「
雨
宿
り
」
に
は
、
現
実
と
幻
想
、
現
在
と
過
去
、
生
と
死
、
男
と
女
、

老
年
と
若
年
、
随
想
と
小
説
と
い
っ
た
二
項
対
立
す
る
も
の
と
両
義
的
な

要
素
が
混
沌
と
し
た
ま
ま
存
在
し
て
い
る
。

　
こ
れ
ら
の
二
項
対
立
と
両
義
性
に
つ
い
て
、「
雨
宿
り
」
に
即
し
て
見

て
行
く
こ
と
に
す
る
。
ま
ず
現
実
と
幻
想
、
現
在
と
過
去
に
つ
い
て
で
あ

る
が
、
七
十
歳
の
現
実
か
ら
二
十
年
前
の
雨
宿
り
に
つ
い
て
の
回
想
を
す

る
こ
と
は
、
も
は
や
ど
こ
か
幻
想
め
い
て
い
る
。
雨
宿
り
を
し
て
い
た

二
十
年
前
の
こ
と
を
回
想
し
な
が
ら
、
笹
山
は
随
所
で
幻
想
め
い
た
思
い

の
中
に
も
入
り
込
ん
で
い
る
。
結
末
で
は
、
子
供
の
頃
の
空
襲
や
疎
開
の

こ
と
ま
で
回
想
し
て
い
る
。
現
在
の
中
に
過
去
の
記
憶
や
出
来
事
が
混
在

し
、
複
雑
に
交
錯
し
て
い
る
。
七
十
歳
の
笹
山
の
脳
の
中
で
は
時
間
が
停

滞
し
が
ち
で
あ
り
、
老
年
期
も
中
年
期
も
少
年
期
も
、
混
沌
と
し
た
記
憶

の
ま
ま
に
蘇
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

生
と
死
、
男
と
女
、
老
年
と
若
年
に
つ
い
て
も
、
同
様
の
こ
と
が
言
え

る
。
父
や
兄
な
ど
の
肉
親
の
み
な
ら
ず
、
あ
の
雨
宿
り
の
時
に
傍
に
い
た

老
人
も
も
は
や
こ
の
世
の
人
で
は
な
い
と
思
う
。
雨
宿
り
を
し
て
い
た
時

に
は
、
傍
に
は
老
人
が
い
た
が
、
背
後
の
部
屋
に
は
若
い
男
女
の
気
配
が

感
じ
取
れ
た
の
で
あ
る
。
笹
山
の
死
生
観
め
い
た
思
い
も
、
呟
き
の
よ
う

な
形
で
漏
れ
て
、
読
者
に
伝
わ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

随
想
と
小
説
に
つ
い
て
は
、
一
見
小
説
の
よ
う
な
体
裁
を
取
っ
て
い
な

が
ら
、
随
想
的
な
要
素
を
取
り
込
む
こ
と
で
リ
ア
リ
テ
ィ
を
獲
得
し
て
い

る
。
老
病
死
に
ま
と
い
つ
か
れ
て
い
る
人
生
が
随
想
的
に
描
か
れ
て
い
る
。

物
語
性
を
切
り
詰
め
、
随
想
的
で
あ
る
こ
と
で
説
得
力
が
増
し
て
い
る
。

　
主
人
公
の
体
験
は
、
作
者
の
年
譜
と
も
重
な
る
の
で
そ
れ
に
つ
い
て
も

見
て
お
き
た
い
。

　「
あ
の
踏
切
り
の
事
か
ら
三
年
ほ
ど
し
て
姉
を
亡
く
し
、
そ
れ
か
ら
五

年
し
て
一
昨
年
に
は
兄
を
亡
く
し
、
昨
年
の
冬
に
は
母
親
の
里
の
当
主
の
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従
弟
を
亡
く
し
、
そ
の
雪
の
日
の
葬
式
の
時
に
わ
ず
か
な
行
き
違
い
で
話

も
で
き
な
か
っ
た
叔
父
を
そ
れ
か
ら
半
年
足
ら
ず
で
亡
く
し
て
い
る
。
肉

親
の
死
後
を
生
き
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
、
折
り
に
触
れ
て
意
識
さ
せ
ら

れ
る
と
、
自
身
も
す
で
に
自
身
の
、
生
前
を
ま
だ
生
き
て
い
る
よ
う
な
心

地
へ
惹
き
こ
ま
れ
る
。
ま
し
て
兄
の
亡
く
な
る
半
年
前
に
は
自
身
、
手
術

の
日
を
待
っ
て
、
命
を
一
日
ず
つ
、
先
へ
送
っ
て
暮
ら
し
た
時
期
が
あ
る
。

昨
日
が
も
う
思
い
出
せ
ぬ
ほ
ど
に
遠
く
な
り
、
明
日
へ
繰
り
越
さ
れ
る
だ

け
の
今
日
だ
っ
た
」
と
あ
る
。
彼
岸
と
此
岸
と
の
境
は
紙
一
重
と
い
う
よ

う
な
思
い
が
綴
ら
れ
て
い
る
。
自
分
が
亡
く
な
っ
た
後
の
視
点
か
ら
、
自

身
の
「
生
前
を
ま
だ
生
き
て
い
る
よ
う
な
心
地
へ
惹
き
こ
ま
れ
る
」
の
で

あ
る
。
こ
こ
に
は
死
後
の
視
点
や
意
識
さ
え
描
き
込
ま
れ
て
い
る
。
そ
れ

ら
を
ま
と
め
る
よ
う
に
、
こ
の
文
の
直
後
に
は
「
母
親
は
も
う
三
十
年
も
、

死
ん
で
い
る
」
と
い
う
独
特
の
表
現
が
あ
る
。
亡
く
な
っ
た
ま
ま
、
主
人

公
の
記
憶
の
中
に
生
き
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
雨
宿
り
を
共
に
し
た

老
人
に
つ
い
て
も
、「
あ
れ
は
ま
や
か
し
の
よ
う
な
夕
立
だ
っ
た
。
雷
鳴

と
と
も
に
雨
が
走
り
、
あ
の
窓
の
内
の
女
も
今
で
は
高
年
に
入
っ
た
こ
と

だ
ろ
う
、
ま
し
て
老
人
は
お
そ
ら
く
と
う
に
こ
の
世
に
は
い
な
い
、
も
う

0

0

長
年

0

0

、 
死
ん
で
い
る

0

0

0

0

0

、 
と
数
え
返
す
間
に
も
雨
の
音
は
引
い
て
部
屋
の
内

は
明
る
く
な
り
、
日
が
差
し
て
来
た
」（
傍
点
引
用
者
）
と
あ
る
。
亡
く

な
っ
た
と
い
う
事
実
の
ま
ま
時
間
だ
け
が
空
し
く
経
過
し
た
と
い
う
こ
と

を
伝
え
よ
う
と
し
た
独
特
の
表
現
で
あ
る
。
主
人
公
の
笹
山
だ
け
で
な

く
、
作
者
の
実
感
に
も
即
し
た
表
現
で
あ
ろ
う
が
、
必
ず
し
も
効
果
的
で

あ
っ
た
と
も
言
え
ま
い
。

　「
雨
宿
り
」
の
こ
の
よ
う
な
箇
所
は
、
作
者
の
年
譜
と
そ
の
ま
ま
重
な

る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
昭
和
二
十
年
の
八
歳
の
時
に
、
岐
阜
県
に
疎
開
し

た
（
3
）

。
疎
開
や
空
襲
の
記
憶
は
、
笹
山
や
古
井
の
最
深
部
に
あ
る
混
沌
や
ト

ラ
ウ
マ
に
つ
な
が
る
も
の
で
あ
る
。

昭
和
五
十
七
年
の
四
十
五
歳
の
時
に
は
、
父
親
の
英
吉
が
八
十
歳
で
亡

く
な
っ
た

（
4
）

。
雨
宿
り
の
年
か
ら
三
年
前
に
、
父
親
が
脳
血
栓
で
亡
く
な
っ

た
こ
と
も
回
想
と
し
て
挿
入
さ
れ
て
い
る
。

昭
和
六
十
二
年
の
五
十
歳
の
時
に
は
、
姉
の
愛
子
が
五
十
六
歳
で
亡
く

な
っ
て
い
る

（
5
）

。
平
成
三
年
の
五
十
四
歳
の
時
に
は
長
兄
が
五
十
八
歳
で
亡

く
な
っ
た

（
6
）

。
古
井
自
身
も
、
平
成
三
年
の
五
十
四
歳
の
時
に
頸
椎
の
手
術

で
入
院
し
た
。
こ
れ
ら
の
体
験
は
、「
雨
宿
り
」
の
中
に
そ
の
ま
ま
取
り

込
ま
れ
、
リ
ア
リ
テ
ィ
を
獲
得
し
て
い
る
。

な
お
、「
雨
宿
り
」
の
中
に
用
い
ら
れ
て
い
る
古
井
の
キ
ー
ワ
ー
ド
と

し
て
は
、「
忿
怒
の
相
」
や
「
眉
を
ひ
そ
め
る
」
や
「
訝
る
」
や
「
怯
え
」

な
ど
、
表
情
の
細
や
か
な
描
写
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
細
や
か
な
顔

の
表
情
を
表
し
て
い
る
だ
け
で
な
く
、
内
面
の
微
妙
な
心
情
が
、
そ
こ
に

は
投
影
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
言
葉
は
、
古
井
の
他
の
作
品

で
も
効
果
的
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。
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文
学
作
品
を
読
む
読
者
は
、
意
識
す
る
に
せ
よ
し
な
い
に
せ
よ
、
作
品

の
タ
イ
ト
ル
が
そ
の
作
品
全
体
の
内
容
を
統
括
す
る
記
号
表
現
で
あ
る
こ

と
を
、
当
然
の
こ
と
と
し
て
了
解
し
て
い
る
。

　
村
上
春
樹
に
「
雨
や
ど
り
」（『
回
転
木
馬
の
デ
ッ
ド
・
ヒ
ー
ト
』
所
収
、

昭
60
、
講
談
社
）
と
い
う
同
名
の
短
編
小
説
が
あ
る
。
古
井
の
「
雨
宿
り
」

と
村
上
の
「
雨
や
ど
り
」
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
作
家
の
個
性
が
集
約
的
に

表
出
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
二
つ
の
作
品
を
比
較
す
る
こ
と
で
、
現
代
作
家

の
視
点
や
テ
ー
マ
な
ど
に
つ
い
て
考
察
し
た
い
。

　
村
上
の
「
雨
や
ど
り
」
は
、
主
人
公
の
「
僕
」
が
雨
や
ど
り
で
入
っ
た

レ
ス
ト
ラ
ン
・
バ
ー
で
の
こ
と
が
綴
ら
れ
て
い
る
。
店
内
に
は
ド
リ
ス
・

デ
イ
の
「
イ
ッ
ツ
・
マ
ジ
ッ
ク
」
の
音
楽
が
流
れ
、
主
人
公
が
読
ん
で
い

る
の
は
ソ
ウ
ル
・
ベ
ロ
ウ
の
新
刊
で
あ
る
と
い
う
よ
う
に
、
い
か
に
も
村

上
ら
し
い
道
具
立
て
で
あ
る

（
7
）

。

窓
か
ら
眺
め
た
外
の
景
色
と
し
て
は
、
軽
ト
ラ
ッ
ク
の
下
で
大
き
な
白

い
猫
が
雨
や
ど
り
を
し
て
い
た
と
い
う
詩
的
な
描
写
も
あ
り
シ
ャ
レ
た
光

景
と
し
て
描
き
出
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
以
上
の
効
果
を
上
げ
て
い
る
と

も
言
え
ま
い
。
ま
た
、
店
に
入
っ
て
来
た
七
人
連
れ
の
グ
ル
ー
プ
に
つ
い

て
、「
年
齢
は
見
た
と
こ
ろ
二
十
一
か
ら
二
十
九
」
と
思
う
と
こ
ろ
で
は
、

「
僕
」
の
思
い
込
み
の
強
さ
も
表
し
て
い
る
が
、
少
し
説
得
力
に
欠
け
る
。

元
編
集
者
の
女
性
と
偶
然
出
会
い
、
そ
こ
で
打
ち
明
け
話
を
聞
か
さ
れ

る
こ
と
に
な
る
。
会
社
の
同
僚
と
不
倫
を
し
て
い
た
が
、
総
務
課
へ
配
置

換
え
に
な
っ
た
。
そ
の
際
に
そ
の
男
の
卑
屈
さ
も
思
い
知
ら
さ
れ
た
と

告
白
す
る
。
会
社
を
辞
め
た
後
も
、
五
人
の
男
達
と
関
わ
っ
た
こ
と
が
、

あ
っ
け
ら
か
ん
と
語
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
い
か
に
も
村
上
ら
し
い
都

会
の
若
者
の
軽
い
生
き
方
が
、
世
相
め
い
た
話
と
し
て
記
さ
れ
て
い
る
。

「
一
千
百
万
の
人
間
の
ひ
し
め
き
あ
う
都
会
の
中
で
、
彼
女
は
自
分
が
た

ま
ら
な
く
孤
独
で
あ
る
よ
う
に
感
じ
た
」
故
に
取
っ
た
行
動
が
、
具
体
的

に
語
ら
れ
て
い
る
。

彼
女
が
「
一
度
村
上
さ
ん
を
イ
ン
タ
ヴ
ュ
ー
し
た
ん
で
す
よ
」
と
言
っ

て
い
る
か
ら
、
一
見
作
者
自
身
の
体
験
を
踏
ま
え
た
よ
う
な
体
裁
を
取
っ

て
い
る
。
だ
が
、
こ
れ
は
リ
ア
リ
テ
ィ
を
出
す
為
の
技
法
と
し
て
の
要
素

が
強
い
と
見
て
い
い
。
聞
き
手
で
あ
る
主
人
公
の
「
僕
」
は
、「
要
す
る

に
彼
女
に
と
っ
て
僕
と
い
う
人
間
は
記
号
的
な
―
―
も
う
少
し
好
意
的
に

い
え
ば
祝
祭
的
・
儀
礼
的
な
―
―
存
在
に
す
ぎ
な
い
」
と
思
う
。
彼
女
に

と
っ
て
「
僕
」
は
、
身
の
上
話
を
告
白
す
る
為
の
記
号
的
で
儀
式
的
な
存

在
に
す
ぎ
な
い
と
割
り
切
っ
て
い
る
。
聞
き
手
が
い
な
け
れ
ば
、
い
か
な

る
語
り
／
騙
り
も
響
か
な
い
の
で
、
小
説
の
構
成
と
し
て
止
む
を
得
な

か
っ
た
の
か
も
知
れ
な
い
。
そ
れ
で
も
、
聞
き
手
の
「
僕
」
と
の
関
わ
り

は
希
薄
な
の
に
、
打
ち
明
け
話
を
す
る
と
い
う
不
自
然
さ
は
残
る
。
小
説

家
の
「
僕
」
に
創
作
の
素
材
を
提
供
し
た
い
と
い
う
願
望
が
、
彼
女
に
は

あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
勘
繰
り
た
く
な
る
程
で
あ
る
。

村
上
の
「
雨
や
ど
り
」
で
は
、
表
題
も
背
景
の
描
写
と
し
て
の
要
素
が
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強
い
。
女
の
話
が
終
る
と
、
主
人
公
の
「
僕
」
は
何
も
無
か
っ
た
か
の
よ

う
に
、
雨
の
上
が
っ
た
店
の
外
に
出
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
意
味
で
は
、

こ
の
元
編
集
者
の
女
性
は
雨
や
ど
り
を
し
て
い
た
「
僕
」
の
覚
え
た
幻
想

と
い
う
捉
え
方
さ
え
出
来
そ
う
で
あ
る
。

　
こ
れ
に
比
べ
る
と
、
古
井
の
「
雨
宿
り
」
は
、
諸
行
無
常
の
こ
の
世
の

実
相
を
雨
宿
り
に
象
徴
さ
せ
て
、
屈
折
し
た
文
体
で
描
き
出
し
て
い
る
。

背
景
が
雨
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
無
常
の
実
相
を
描
き
出
す
こ
と
と
密

接
に
つ
な
が
っ
て
い
る
。

ど
ち
ら
の
作
品
も
、
雨
宿
り
を
す
る
こ
と
で
主
人
公
の
行
動
が
滞
っ
て

お
り
、
そ
こ
で
の
出
会
い
に
よ
っ
て
、
想
定
外
の
出
来
事
に
巻
き
込
ま
れ

た
り
想
念
を
引
き
ず
っ
た
り
す
る
こ
と
に
な
る
。

　
性
的
な
つ
な
が
り
に
つ
い
て
も
、
村
上
の
「
雨
や
ど
り
」
で
は
、
現
世

で
の
快
楽
に
着
目
し
て
金
銭
が
関
わ
る
売
買
と
し
て
ド
ラ
イ
に
割
り
切
っ

て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
古
井
の
「
雨
宿
り
」
で
は
、
娑
婆
の
実
相
を
諸

行
無
常
と
い
う
視
点
で
捉
え
る
際
に
、
背
後
に
漂
う
隠
微
な
気
配
と
し
て

描
い
て
い
る
。

村
上
の
「
雨
や
ど
り
」
で
は
、
男
と
別
れ
た
二
十
八
歳
の
女
の
身
の
上

話
を
聞
か
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
古
井
の
「
雨
宿
り
」
で
は
、
偶
然
隣
合

わ
せ
た
老
人
の
呟
き
を
聞
か
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
雨
宿
り
を
し
た
所

で
、
偶
然
思
い
が
け
な
い
人
物
と
出
会
い
ス
ト
ー
リ
ー
が
展
開
す
る
と
い

う
こ
と
で
は
両
者
は
共
通
し
て
い
る
。

　
村
上
の
「
雨
や
ど
り
」
で
は
、
彼
女
の
過
剰
な
ま
で
の
饒
舌
が
作
品
を

支
配
し
て
い
る
。
そ
れ
は
主
人
公
「
僕
」
の
無
聊
を
紛
ら
わ
す
た
め
に
、

彼
女
が
作
り
上
げ
た
架
空
の
「
面
白
い
話
」
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
い

う
推
測
さ
え
生
じ
さ
せ
る
。
主
人
公
の
「
僕
」
は
彼
女
の
お
し
ゃ
べ
り
を

聞
く
記
号
の
よ
う
な
存
在
に
後
退
し
て
い
る
。
主
人
公
の
「
僕
」
は
「
そ

の
昔
、
セ
ッ
ク
ス
が
山
火
事
み
た
い
に
無
料
だ
っ
た
こ
ろ
の
こ
と
を
思
い

出
し
た
」
と
あ
る
が
、「
僕
」
自
身
の
具
体
的
な
叙
述
を
欠
い
て
い
る
の
で
、

比
喩
だ
け
が
浮
い
て
い
て
説
得
力
に
欠
け
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

そ
れ
に
対
し
て
、
古
井
の
「
雨
宿
り
」
で
は
、
無
気
味
な
ま
で
の
沈
黙

が
作
品
全
体
を
覆
っ
て
お
り
、
主
人
公
の
笹
山
の
内
面
描
写
に
重
点
が
置

か
れ
て
い
る
。
七
十
歳
に
近
い
笹
山
の
怯
え
や
恐
れ
に
焦
点
が
当
て
ら
れ

て
い
る
。

　
村
上
の
「
雨
や
ど
り
」
に
は
、
世
相
小
説
や
風
俗
小
説
と
い
っ
た
要
素

が
あ
る
こ
と
は
否
定
で
き
ま
い
。
そ
れ
以
上
の
深
い
所
ま
で
掘
り
下
げ
て

描
か
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
彼
女
が
「
僕
」
の
所
持
金
を
言
い
当
て

る
と
こ
ろ
も
、
彼
女
の
他
者
へ
の
観
察
力
や
洞
察
力
が
優
れ
て
い
る
こ
と

を
示
し
て
い
て
も
、
シ
ャ
レ
た
技
法
と
い
う
程
度
に
す
ぎ
ま
い
。

　
な
お
、
こ
の
二
作
と
同
様
に
、
雨
宿
り
が
作
品
の
中
で
重
要
な
要
素
と

な
っ
て
い
る
作
品
と
し
て
、
芥
川
龍
之
介
の
『
羅
生
門
』
や
川
端
康
成
の

『
伊
豆
の
踊
子
』
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

『
羅
生
門
』
で
は
、「
一
人
の
下
人
が
、
羅
生
門
の
下
で
雨
や
み
を
待
っ

て
い
た
」
が
、
二
階
に
上
が
り
、
老
婆
に
出
会
っ
て
し
ま
う
。
下
人
に
追

い
詰
め
ら
れ
た
老
婆
が
、
開
き
直
っ
て
悪
が
蔓
延
し
て
い
る
社
会
の
実
相
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を
語
っ
て
し
ま
う
。
す
る
と
下
人
は
ひ
る
む
ど
こ
ろ
か
、
悪
人
に
変
身
し

て
し
ま
う
。
し
か
も
、
羅
生
門
に
泊
ま
る
こ
と
も
せ
ず
に
、
そ
の
日
の
内

に
羅
生
門
を
立
ち
去
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。「
黒
洞
々
た
る
夜
」
の
闇

の
中
に
消
え
て
し
ま
う
が
、
こ
の
時
に
雨
は
止
ん
で
い
た
の
か
ど
う
か
に

つ
い
て
は
、
作
品
の
中
に
詳
し
い
言
及
は
な
い
。「
こ
の
雨
の
夜
に
、
こ

の
羅
生
門
の
上
で
、
死
人
の
髪
の
毛
を
抜
く
と
い
う
事
が
、
そ
れ
だ
け
で

す
で
に
許
す
べ
か
ら
ざ
る
悪
で
あ
っ
た
」
と
し
か
な
い
の
で
、
雨
は
そ
の

ま
ま
降
り
続
い
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

ま
た
『
伊
豆
の
踊
子
』
で
も
、
主
人
公
の
「
私
」
が
雨
宿
り
し
た
峠
の

茶
屋
で
、
旅
芸
人
の
一
行
と
接
近
す
る
こ
と
に
な
る
。「
雨
宿
り
の
茶
屋

で
ぴ
っ
た
り
落
ち
合
っ
た
も
の
だ
か
ら
、
私
は
ど
ぎ
ま
ぎ
し
て
し
ま
っ

た
」
の
で
あ
る
。
旅
芸
人
の
一
行
が
先
に
出
か
け
た
後
、
茶
屋
の
婆
さ
ん

か
ら
、
踊
子
一
行
の
不
幸
な
境
遇
を
知
ら
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
雨
宿
り

す
る
こ
と
で
、「
私
」
と
踊
子
の
出
会
い
の
発
端
と
な
っ
て
お
り
、
ま
た

踊
子
の
境
遇
ま
で
情
報
と
し
て
知
ら
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

『
羅
生
門
』
も
『
伊
豆
の
踊
子
』
も
、
雨
宿
り
が
作
品
を
展
開
す
る
上

で
有
効
に
機
能
し
て
い
る
。

四

　
以
上
の
よ
う
に
、
古
井
の
「
雨
宿
り
」
は
、
雨
宿
り
と
い
う
出
来
事
を

通
し
て
人
生
の
無
常
迅
速
を
象
徴
的
に
描
き
出
し
て
い
る
。
諸
行
無
常
で

あ
り
、
混
沌
と
し
た
ま
ま
歳
月
は
経
過
し
て
行
く
と
い
う
こ
と
を
、
主
人

公
笹
山
の
目
を
通
し
て
実
感
的
に
描
き
出
し
て
い
る
。

　
古
井
の
「
雨
宿
り
」
は
、
一
見
小
説
の
よ
う
な
体
裁
を
取
っ
て
い
な
が

ら
、
随
想
的
な
要
素
を
意
識
し
て
取
り
入
れ
る
こ
と
で
リ
ア
リ
テ
ィ
を
獲

得
し
て
い
る
。
物
語
性
を
切
り
詰
め
、
随
想
的
で
あ
る
こ
と
で
説
得
力
が

強
め
ら
れ
て
い
る
。

　
村
上
の
「
雨
や
ど
り
」
と
比
べ
て
も
、
両
者
の
個
性
や
資
質
の
差
は
歴

然
と
し
て
い
る
。
あ
く
ま
で
世
相
の
描
写
に
こ
だ
わ
る
村
上
と
、
無
常
な

人
生
を
実
感
と
し
て
描
写
す
る
古
井
の
違
い
で
あ
る
。
性
的
な
つ
な
が
り

に
つ
い
て
も
、
村
上
の
「
雨
や
ど
り
」
で
は
金
銭
的
な
駆
け
引
き
と
し
て

割
り
切
っ
て
し
ま
う
が
、
古
井
の
「
雨
宿
り
」
で
は
、
背
後
に
潜
む
隠
微

な
気
配
と
し
て
描
き
出
し
て
い
る
。
村
上
と
古
井
は
同
時
代
を
生
き
て
お

り
、
同
名
の
短
編
小
説
で
あ
り
な
が
ら
、
通
底
す
る
主
題
や
イ
メ
ー
ジ
は

乏
し
い
と
言
え
る
。
ス
ト
ー
リ
ー
テ
ラ
ー
の
要
素
が
強
い
村
上
と
、
そ
の

よ
う
な
物
語
性
を
極
力
切
り
詰
め
よ
う
と
す
る
古
井
の
違
い
で
あ
る
。

　
古
井
の
「
雨
宿
り
」
で
は
、
現
実
と
幻
想
、
現
在
と
過
去
、
生
と
死
、

老
年
と
若
年
、
随
想
と
小
説
と
い
っ
た
二
項
対
立
す
る
も
の
と
両
義
的
な

要
素
を
取
り
入
れ
な
が
ら
、
精
妙
な
文
体
で
形
象
化
し
て
い
る
。
こ
の
よ

う
に
多
層
的
な
捉
え
方
を
し
て
お
り
、
し
か
も
そ
れ
ら
が
、
混
沌
と
し
た

ま
ま
投
げ
出
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
こ
と
で
、
人
生
の
実
相
を
掘
り
下
げ

て
表
出
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
、
古
井
の
「
雨
宿
り
」
の
独
自
性
が
あ
る
。

六
十
九
歳
の
古
井
が
、
自
身
の
老
境
の
心
理
を
描
く
だ
け
で
な
く
、
中
年
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期
や
少
年
期
の
記
憶
や
こ
だ
わ
り
ま
で
呼
び
寄
せ
て
い
る
。
そ
れ
は
脳
内

の
反
応
を
、
虚
心
に
写
し
取
ろ
う
と
し
た
結
果
と
も
言
え
る
だ
ろ
う
。
老

境
に
入
っ
た
古
井
が
、
時
代
と
し
て
の
停
滞
も
に
ら
み
据
え
な
が
ら
、
人

生
の
実
相
を
雨
宿
り
に
象
徴
さ
せ
て
描
い
た
奥
深
い
作
品
で
あ
る
と
言
え

る
。

注

（
１
）　
天
地
創
造
の
闇
を
聖
書
で
は
黒

や
み

暗わ

淵だ

と
言
う
が
、
そ
れ
に
因
ん
で
古
井
は
娑
婆
の

実
相
を
白

し
ろ

暗わ

淵だ

と
い
う
捉
え
方
を
し
て
い
る
。

（
２
）　
池
田
雄
一
「
古
井
由
吉
『
白
暗
淵
』　
万
物
の
終
焉
」（
「
文
学
界
」
平
20
・
３
）、

古
谷
利
裕
「
踏
み
と
ど
ま
る
《
膝
》　
古
井
由
吉
『
白
暗
淵
』
論
」（
「
群
像
」
平

20
・
５
）、
阿
部
公
彦
「
作
家
の
『
曲
が
り
目
』
を
読
む
」（
平
28
、
講
談
社
文
庫

『
白
暗
淵
』「
解
説
」
）
な
ど
に
言
及
が
あ
る
が
、
い
ず
れ
も
短
編
集
全
体
に
つ
い
て

で
あ
る
。

（
３
）　「
小
説
と
土
地
」
に
「
終
戦
の
日
の
前
後
二
カ
月
ほ
ど
岐
阜
県
の
大
垣
市
と
美
濃
市

と
に
縁
故
疎
開
し
た
」
と
あ
る
。

（
４
）　「
値
段
の
風
俗
史
」
に
「
先
年
夏
か
ら
入
院
し
て
い
た
父
親
の
死
を
報
ら
さ
れ
た
」

と
あ
る
。
こ
の
父
親
の
死
に
つ
い
て
は
、「
午
の
日
」
に
詳
し
く
描
か
れ
て
い
る
。

（
５
）　「
影
く
ら
べ
」
に
「
夏
の
末
の
こ
と
だ
、
姉
貴
を
亡
く
し
た
。
六
つ
違
い
の
。
癌
で

し
た
」
と
あ
る
。
ま
た
『
仮
往
生
伝
試
文
』
で
も
姉
の
死
に
つ
い
て
触
れ
て
い
る
。

（
６
）　「
蝙
蝠
で
は
な
い
け
れ
ど
」
に
「
四
歳
年
上
の
長
兄
が
急
逝
」
と
あ
る
。

（
７
）　「
僕
」
と
彼
女
が
頼
ん
だ
ウ
ィ
ス
キ
ー
が
シ
ー
ヴ
ァ
ス
・
リ
ー
ガ
ル
で
あ
り
、
つ
ま

み
が
ピ
ス
タ
チ
オ
で
あ
る
こ
と
も
村
上
ら
し
い
道
具
立
て
で
あ
る
。


