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荷
風
の
小
説
作
法
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荷
風
に
は
ま
と
ま
っ
た
文
学
観
、
小
説
観
を
述
べ
た
も
の
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
大
正
九

年
四
月
雑
誌
「
新
小
説
」
に
か
か
げ
ら
れ
た
「
小
説
作
汝
」
な
る
小
文
が
一
応
そ
れ
ら
し
い
も

の
で
あ
る
が
、
し
か
し
こ
れ
は
そ
の
中
で
も
い
っ
て
い
る
よ
う
に
、
「
初
学
の
人
の
手
引
」
の

ご
と
き
も
の
で
あ
っ
て
、
特
に
荷
風
独
自
の
小
説
論
で
あ
る
と
は
い
い
難
い
。
従
っ
て
、
わ
れ

わ
れ
が
荷
風
の
文
学
観
な
り
、
小
説
観
な
り
を
知
る
た
め
に
は
、
彼
の
作
品
中
の
片
言
隻
句
に

振
る
か
、
あ
る
い
は
彼
の
小
説
の
分
析
か
ら
帰
納
す
る
よ
り
仕
方
が
な
い
で
あ
ろ
う
。
小
稿
は

そ
の
一
つ
の
ノ
ー
ト
と
し
て
、
彼
が
そ
の
作
品
中
で
言
及
し
て
い
る
も
の
を
拾
い
出
し
、
そ
れ

を
も
と
に
荷
風
の
小
説
作
法
の
ア
ウ
ト
ラ
イ
ソ
を
手
探
り
し
よ
う
と
意
図
す
る
も
の
で
あ
る
。

な
お
、
テ
キ
ス
ト
に
は
岩
波
版
荷
風
全
集
を
用
い
る
こ
と
と
す
る
。

荷
風
の
小
説
は
、
翌
作
期
の
作
品
や
あ
る
一
部
の
作
品
を
除
い
て
は
、
〝
風
俗
小
説
〃
で
あ

る
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
か
。
た
だ
こ
こ
で
私
が
荷
風
の
小
説
を
〝
風
俗
小
説
″
と
規
定
す

る
た
め
に
は
、
そ
の
風
俗
小
説
な
る
も
の
の
定
義
を
明
確
に
し
て
か
ら
で
な
い
と
論
に
な
ら
な

い
。
し
か
し
、
今
私
に
風
俗
小
説
の
定
義
を
す
る
用
意
は
な
い
。
そ
こ
で
、
村
松
定
孝
氏
の
論

述
さ
れ
た
も
の
（
1
）
を
み
て
み
る
こ
と
に
し
た
い
。
村
松
氏
は
「
広
辞
苑
」
「
日
本
文
学
小
辞
典
」

（
中
村
光
夫
氏
執
筆
）
「
現
代
日
本
文
学
大
事
典
」
（
長
谷
川
泉
氏
執
筆
）
の
三
書
の
説
明
解
説

を
引
い
て
、
氏
自
身
の
見
解
を
述
べ
て
お
ら
れ
る
。
そ
れ
は
こ
う
で
あ
る
。

風
俗
小
説
は
写
実
小
説
の
一
種
で
、
現
時
の
風
俗
世
態
人
情
を
主
と
し
て
え
が
く
と
こ
ろ
に

基
本
的
性
格
が
あ
る
が
、
こ
れ
を
批
評
精
神
や
思
想
性
を
欠
く
も
の
と
弾
劾
す
る
通
念
に
は

問
題
が
あ
り
、
む
し
ろ
風
俗
小
説
に
小
説
的
機
能
を
持
つ
も
の
と
持
た
ざ
る
も
の
と
の
二
種

が
あ
る
と
規
定
す
べ
き
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
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私
が
荷
風
の
小
説
を
風
俗
小
説
と
い
う
時
の
そ
れ
は
、
こ
の
氏
の
見
解
に
基
づ
こ
う
と
し
て

い
る
わ
け
で
あ
る
。
そ
の
理
由
の
一
つ
は
、
風
俗
小
説
が
「
風
俗
世
態
人
情
を
主
と
し
て
え
が

く
」
と
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
就
中
、
「
人
情
」
が
そ
こ
に
含
ま
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
第
二

の
理
由
は
、
氏
が
風
俗
小
説
に
批
評
精
神
や
思
想
性
が
欠
け
て
い
る
と
す
る
「
通
念
」
に
疑
問

を
持
っ
て
お
ら
れ
る
点
で
あ
る
。

こ
の
第
t
の
理
由
に
つ
い
て
は
と
も
か
く
と
し
て
、
第
二
の
「
批
評
精
神
」
　
「
思
想
性
」
の

有
無
と
い
う
点
で
は
、
こ
の
村
松
氏
の
見
解
を
否
定
す
る
な
ら
ば
、
荷
風
は
風
俗
小
説
家
な
り

と
す
る
私
の
規
定
は
瓦
壊
し
て
し
ま
う
。
荷
風
の
小
説
に
は
き
ち
ん
と
し
た
批
評
精
神
が
存
在

す
る
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。
む
ろ
ん
荷
風
の
文
明
批
評
は
批
評
の
名
に
価
し
な
い
、
単
な
る

〝
反
抗
″
に
過
ぎ
な
い
と
す
る
考
え
方
の
あ
る
こ
と
は
承
知
の
上
で
あ
る
が
。

以
上
の
よ
う
な
立
場
に
立
っ
た
上
で
、
ま
ず
〝
風
俗
″
小
説
家
と
し
て
の
荷
風
が
言
及
し
て

い
る
も
の
を
み
て
み
ょ
う
。

江
戸
時
代
の
文
学
を
見
る
紅
い
づ
れ
の
時
代
に
も
そ
れ
ぐ
好
ん
で
市
井
の
風
俗
を
描
写
し

た
文
学
者
が
現
れ
て
ゐ
る
。
（
中
略
）
維
新
後
に
は
服
部
撫
松
、
三
木
愛
花
が
現
れ
、
明
治

■
廿
年
頃
か
ら
紅
葉
山
人
が
出
た
。
以
上
の
諸
名
家
に
次
い
で
大
正
時
代
の
市
井
狭
斜
の
風
俗

を
記
銀
す
る
操
執
着
の
末
に
、
た
ま
く
わ
た
く
し
の
名
が
加
へ
ら
れ
た
の
は
実
に
意
外
の

光
栄
で
、
我
事
は
既
に
終
つ
た
と
い
ふ
や
う
な
心
持
が
す
る
。
（
「
正
宗
谷
崎
両
氏
の
批
評
に

答
ふ
」
昭
和
7
）

更
に
同
文
の
中
で
荷
風
は
次
の
よ
う
に
も
い
っ
て
い
る
。

（
前
略
）
花
柳
小
説
「
腕
く
ら
べ
」
の
や
う
な
も
の
を
書
き
は
じ
め
た
。
当
時
を
顧
る
と
、

時
世
の
好
み
は
追
々
芸
者
を
離
れ
て
演
劇
女
優
に
移
り
か
け
て
ゐ
た
の
で
、
あ
た
く
し
は
芸

者
の
流
行
を
明
治
年
間
の
速
習
と
見
な
し
て
、
共
生
活
風
俗
を
括
写
し
て
直
か
う
と
患
っ
た
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の
で
あ
る
。
カ
ツ
フ
エ
ー
の
女
給
は
其
頃
に
は
猶
女
ボ
ー
イ
と
よ
ば
れ
鳥
料
理
屋
の
女
中
と

同
等
に
見
ら
れ
て
ゐ
た
が
、
大
正
十
年
前
後
か
ら
俄
に
勃
興
し
て
一
世
を
風
靡
し
、
映
画
女

優
と
並
ん
で
遂
に
演
劇
女
優
の
流
行
を
奪
ひ
去
る
に
至
っ
た
。
し
か
し
震
災
後
早
く
も
十
年

を
過
ぎ
た
今
日
で
は
女
給
の
流
行
も
亦
既
に
盛
を
越
し
た
や
う
で
あ
る
。
是
が
わ
た
く
し
の

近
著
「
つ
ゆ
の
あ
と
さ
き
」
の
出
来
た
所
以
で
あ
る
。

こ
こ
に
は
「
腕
く
ら
べ
」
「
つ
ゆ
の
あ
と
さ
き
」
の
書
か
れ
た
事
情
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
が
、

そ
れ
は
忘
れ
去
ら
れ
よ
う
と
し
て
い
る
時
代
の
生
活
風
俗
を
記
録
に
と
ど
め
る
た
め
だ
と
塑
一
一
口

し
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
風
俗
小
説
家
と
し
て
の
自
己
に
滞
足
し
、
そ
の
名
を
与
え
ら
れ
た
こ

と
に
対
し
て
「
我
事
は
既
に
終
っ
た
」
と
記
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
現
に
彼
は
「
腕
く
ら
べ
」

中
の
登
場
人
物
を
し
て
次
の
よ
う
聖
t
戸
わ
し
め
る
。

倉
山
は
誰
に
限
ら
ず
年
寄
っ
た
人
の
ロ
か
ら
親
し
く
過
ぎ
去
っ
た
世
の
話
を
聞
き
、
そ
れ
を

書
取
っ
て
後
の
世
に
残
す
事
を
ば
操
肌
着
た
る
身
の
つ
と
め
の
や
う
に
思
っ
て
ゐ
る
の
で
、

（下略）

接
触
者
、
小
説
家
の
使
命
は
時
代
の
風
俗
を
記
録
し
、
後
世
に
残
す
こ
と
だ
と
す
る
の
で
あ

る
。
そ
し
て
、
そ
う
い
う
荷
風
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
江
戸
随
筆
や
人
情
本
の
世
界
に
投
入
す
る

の
で
あ
る
。

春
水
が
人
情
本
の
妙
処
は
（
中
略
）
意
識
し
て
当
時
の
風
俗
言
語
を
叔
写
し
た
こ
と
で
あ

る
。
是
亦
古
く
よ
り
江
戸
市
井
の
閑
人
の
好
ん
で
な
し
た
随
筆
の
趣
味
に
も
合
致
す
る
の
で

あ
る
。
（
「
為
永
春
水
」
昭
和
1
6
）

一
葉
の
「
た
け
く
ら
べ
」
柳
波
の
「
今
戸
心
中
」
鏡
花
の
「
註
文
帳
」
に
ひ
か
れ
る
理
由

も
、
そ
れ
が
呈
、
遊
里
を
舞
台
と
し
て
い
る
こ
と
に
も
よ
る
が
、
何
よ
り
も
一
つ
の
時
代
の
風

俗
画
で
あ
っ
た
が
故
で
あ
ろ
う
。
浅
草
の
興
行
物
の
場
合
も
同
様
で
あ
る
。

こ
の
梗
概
を
一
読
す
れ
ば
、
一
々
あ
た
く
し
が
批
評
を
せ
ず
と
も
、
現
代
の
一
世
相
を
括
写

し
た
こ
の
戯
曲
の
良
否
ほ
お
の
づ
か
ら
分
明
に
な
る
で
あ
ら
う
。
（
「
浅
草
公
園
の
興
行
物
を

見
て
」
昭
和
㍑
）

と
い
っ
て
、
世
相
の
描
写
の
如
何
が
評
価
の
基
準
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
「
公
園
と
其
附

近
の
夜
の
情
調
と
生
活
の
断
片
」
と
が
「
巧
み
に
舞
台
の
上
に
現
れ
て
釆
」
れ
ば
そ
れ
で
よ
し

と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

さ
て
、
私
は
先
に
風
俗
小
説
に
必
ず
し
も
批
評
精
神
、
思
想
性
が
欠
如
し
て
い
る
と
は
限
ら

な
い
、
と
す
る
村
松
氏
の
見
解
に
賛
意
を
表
し
た
。
そ
れ
で
は
そ
の
「
思
想
」
に
つ
い
て
荷
風

は
ど
う
考
え
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

荷
風
の
初
期
作
品
が
社
会
問
題
、
社
会
悪
の
劇
出
に
強
い
関
心
を
示
し
て
い
る
こ
と
は
、

「
地
款
の
花
」
　
「
闇
の
叫
び
」
等
の
作
品
を
見
て
も
明
ら
か
で
あ
る
。
ま
た
、
小
説
で
は
な
い

が
戯
曲
に
つ
い
て
も
「
絶
望
な
る
か
な
」
（
明
治
4
3
）
な
る
一
文
で
次
の
よ
う
に
い
う
。

現
在
及
び
近
き
将
来
の
わ
が
劇
界
に
向
つ
て
最
も
有
力
に
清
新
な
る
空
気
を
注
入
す
べ
き
戯

曲
は
、
自
分
の
患
ふ
と
こ
ろ
史
劇
で
は
な
く
て
社
会
劇
問
題
劇
で
あ
ら
う
。

荷
風
自
身
が
そ
の
よ
う
な
戯
曲
を
害
い
た
か
と
い
え
ば
、
必
ず
し
も
そ
う
と
は
い
え
な
い

が
、
「
異
郷
の
恋
」
の
ご
と
き
は
そ
の
l
つ
と
い
え
よ
う
か
。

荷
風
の
文
学
の
師
が
広
津
柳
涯
で
あ
っ
た
こ
と
は
彼
自
身
の
語
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
そ
れ

に
よ
る
と
柳
娘
の
門
を
彼
が
蔽
い
た
の
は
明
治
三
十
l
年
、
荷
風
二
十
歳
の
時
で
あ
る
と
い

う
。
当
時
の
柳
波
は
、
深
刻
小
説
と
呼
ば
れ
る
作
品
を
次
々
と
発
表
し
て
、
文
壇
の
寵
児
で
あ

っ
た
。
荷
風
は
、

余
は
其
頃
最
も
熱
心
な
る
柳
浪
先
生
の
崇
拝
者
な
り
き
。
今
戸
心
中
、
黒
晰
腸
、
河
内
星
、

亀
さ
ん
等
の
詩
作
は
余
の
愛
読
し
て
措
く
能
は
ざ
り
し
も
の
に
し
て
余
は
当
時
紅
葉
原
山
露

伴
諸
家
の
雅
俗
文
よ
り
も
遥
に
柳
浪
先
生
が
対
話
体
の
小
説
を
好
み
し
な
り
。
（
「
書
か
で
も

の
記
」
大
正
7
）

と
い
う
。
対
話
体
の
小
説
を
好
ん
だ
こ
と
は
と
も
か
く
と
し
て
、
若
い
荷
風
が
柳
狼
の
「
今
戸

心
中
」
以
下
の
深
刻
小
説
、
つ
ま
り
悲
惨
な
社
会
問
題
を
扱
っ
た
作
品
に
魅
か
れ
て
い
た
こ
と

は
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
れ
が
ゾ
ラ
へ
の
傾
倒
と
一
つ
に
な
っ
て
「
地
款
の
花
」
を
生
み
出
す
こ

と
に
な
る
。

こ
の
よ
う
な
荷
風
の
社
会
問
題
へ
の
関
心
、
思
想
的
債
向
に
対
し
て
し
が
ら
み
と
な
っ
た
の

ほ
何
で
あ
っ
た
か
。
荷
風
が
新
帰
朝
者
と
し
て
痛
烈
な
現
代
日
本
文
明
批
判
を
展
開
し
た
の

は
、
僅
か
に
明
治
四
十
二
、
三
年
の
二
年
ほ
ど
で
あ
っ
て
、
四
十
四
年
に
は
既
に
「
新
橋
夜
話
」

の
世
界
に
入
る
。
こ
の
「
新
橋
夜
話
」
に
つ
い
て
荷
風
は
後
に
こ
う
記
す
。

そ
も
く
新
橋
夜
話
を
書
か
う
と
思
立
つ
た
い
は
れ
は
、
其
頃
厳
粛
な
る
社
会
問
題
経
済
問

題
な
ぞ
を
取
扱
ふ
小
説
は
、
是
非
と
も
創
作
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
深
く
盾
ず
る
だ
け
、
さ

う
い
ふ
真
面
目
な
も
の
は
必
ず
禁
止
さ
れ
る
に
相
違
な
い
と
思
っ
た
の
で
、
止
む
を
得
ず
何

か
写
実
的
に
し
て
乗
れ
相
応
に
小
説
的
興
味
の
あ
る
も
の
を
と
考
へ
た
末
、
当
分
硯
友
社
時

代
の
文
学
に
立
ち
戻
る
に
如
く
は
な
い
と
諦
め
た
為
め
で
あ
る
。
（
「
厨
の
窓
」
大
正
2
）

大
晦
日
の
電
車
同
盟
罷
工
と
い
う
よ
う
な
、
劇
と
し
て
も
小
説
と
し
て
も
恰
好
の
材
料
を
目

の
前
に
し
な
が
ら
、
巻
い
て
み
た
と
て
到
底
時
勢
が
許
す
ま
い
と
し
て
見
送
る
よ
う
な
社
会
状

勢
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
そ
う
い
う
認
識
正
室
ら
し
め
た
の
が
、
荷
風
に
よ
れ
ば
大
逆
事
件
で

あ
っ
た
と
い
う
。
周
知
の
随
筆
「
花
火
」
　
（
大
正
8
）
の
記
述
が
そ
れ
で
あ
る
。
明
治
四
十
四

年
、
大
道
事
件
の
囚
人
馬
車
を
見
た
時
、
荷
風
は
「
わ
た
し
は
文
学
者
た
る
以
上
こ
の
思
想
問
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卑

題
に
つ
い
て
黙
し
て
ゐ
て
は
な
ら
な
い
」
と
思
う
。
し
か
し
、
結
局
は
世
の
文
学
者
と
共
に
何

も
言
わ
な
か
っ
た
。
そ
し
て
、
「
以
来
わ
た
し
は
自
分
の
芸
術
の
品
位
を
江
戸
戯
作
者
の
な
し

た
程
度
ま
で
引
下
げ
る
に
如
く
は
な
い
と
思
案
し
た
。
」
と
い
う
、
例
の
戯
作
者
宣
言
と
な
る

わ
け
で
あ
る
。
「
わ
れ
は
主
張
の
芸
術
を
捨
て
ゝ
趣
味
の
芸
術
に
赴
か
ん
と
す
」
（
「
矢
立
の
ち

び
筆
」
大
正
5
）
と
も
い
う
。

た
だ
、
「
花
火
」
の
記
述
を
そ
の
ま
ま
鵜
飲
み
に
は
で
き
な
い
、
と
い
う
こ
と
も
既
に
指
摘

さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
現
に
明
治
四
十
二
年
か
ら
四
十
三
年
に
か
け
て
発
表
さ
れ
た
小

説
「
冷
笑
」
に
つ
い
て
、
荷
風
は
「
冷
笑
に
つ
き
て
」
（
明
治
4
3
）
と
い
う
小
文
で
、

自
分
の
著
作
「
冷
笑
」
は
享
楽
主
義
を
の
み
歌
っ
た
も
の
で
は
な
い
。
寧
ろ
享
楽
主
義
の
主

人
公
が
、
風
土
の
空
気
に
余
儀
な
く
せ
ら
れ
て
、
川
柳
風
の
あ
き
ら
め
と
生
悟
り
に
人
ら
う

と
す
る
苦
悶
と
悲
哀
と
を
語
ら
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
。

と
い
っ
て
い
る
。
荷
風
が
必
ず
し
も
政
治
的
圧
迫
か
ら
逃
れ
る
た
め
に
社
会
問
題
か
ら
眼
を
そ

ら
し
た
の
で
な
い
こ
と
は
こ
れ
で
も
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
「
光
明
な
き
現
実
主
義
」
に
対
す
る

辞
め
の
気
拝
が
彼
の
中
に
育
っ
て
、
い
た
の
は
、
早
く
外
道
時
代
か
ら
で
あ
っ
た
の
か
も
知
れ
な

い。

い
ず
れ
に
し
て
も
荷
風
は
こ
れ
以
後
社
会
問
題
に
背
を
向
け
、
「
思
想
不
要
」
を
く
り
返
し

唱
え
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
声
は
既
に
明
治
四
十
二
年
に
あ
が
る
。

私
が
他
人
の
作
文
に
対
す
る
態
度
、
即
ち
批
評
の
態
度
は
、
作
者
が
持
っ
た
形
式
が
、
そ
の

内
容
と
ど
れ
丈
よ
く
合
っ
て
居
る
か
、
換
言
す
れ
ば
、
そ
の
内
容
が
ど
れ
丈
よ
く
そ
の
形
式

に
依
っ
て
現
は
さ
れ
て
居
る
か
を
見
る
に
あ
っ
て
、
内
容
の
価
値
そ
れ
自
身
に
は
余
り
重
き

を
置
か
な
い
。
（
中
略
）
芸
術
品
と
し
て
見
る
時
は
、
思
想
の
深
浅
大
小
の
如
き
は
別
間
贋

と
し
て
論
じ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
（
「
芸
術
品
と
芸
術
家
の
任
務
」
）

ま
た
、
「
芸
術
は
智
識
の
樹
に
咲
く
花
也
」
（
明
治
4
2
）
と
い
う
小
文
に
お
い
て
は
、
主
張
の

芸
術
を
否
定
す
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
と
断
り
つ
つ
も
、
「
自
分
だ
け
の
芸
術
観
と
し
て
は
、

芸
術
で
な
け
れ
ば
現
は
す
こ
と
の
出
来
な
い
感
情
を
現
は
し
た
芸
術
の
方
が
幕
は
し
く
患
は
れ

る
。
」
と
い
う
。
こ
う
し
た
考
え
の
中
か
ら
「
冷
笑
」
の
青
野
紅
雨
の
よ
う
な
、
形
式
技
巧
に

は
や
か
ま
し
い
が
、
宗
教
や
哲
学
に
は
興
味
を
持
た
な
い
文
士
が
生
ま
れ
て
く
る
。
「
間
は
ず

が
た
り
」
（
昭
和
1
9
）
の
語
り
手
も
、
「
僕
は
思
想
よ
り
も
信
仰
よ
り
も
、
何
よ
り
も
先
官
覚
の

表
現
を
芸
術
に
求
め
て
ゐ
る
。
」
と
い
う
。

か
く
し
て
荷
風
は
、
い
わ
ゆ
る
哲
学
、
思
想
を
切
り
捨
て
て
、
風
俗
小
説
家
と
し
て
そ
の
主

要
な
作
品
を
生
み
出
し
て
い
く
の
で
あ
る
。
昭
和
六
年
十
月
二
十
二
日
谷
崎
潤
一
郎
宛
書
簡

は
、
谷
崎
の
「
つ
ゆ
の
あ
と
さ
き
」
評
に
対
す
る
礼
状
で
あ
る
が
、
そ
の
中
で
も
そ
の
こ
と
を

は
っ
き
り
言
っ
て
い
る
。

五
十
歳
を
過
ぎ
た
る
今
日
小
生
の
芸
術
的
興
味
を
覚
る
は
世
態
人
心
の
変
化
す
る
有
様
を
見

る
こ
と
に
て
昔
の
戯
作
者
の
な
し
た
る
事
と
大
差
な
く
従
っ
て
思
想
上
之
と
い
ふ
抱
負
も
叔

御
座
候

私
は
こ
の
章
の
初
め
で
、
風
俗
小
説
の
定
義
を
求
め
、
そ
こ
で
風
俗
小
説
に
批
評
精
神
、
思

想
性
が
な
い
と
す
る
考
え
は
誤
り
だ
と
す
る
見
解
に
賛
意
を
表
し
た
。
そ
れ
は
、
荷
風
は
風
俗

小
説
家
な
り
と
す
る
私
の
中
に
、
荷
風
の
そ
れ
は
決
し
て
批
評
精
神
、
思
想
性
を
持
た
ぬ
文
学

で
は
な
い
と
す
る
考
え
方
が
あ
っ
た
故
で
あ
る
。
し
か
る
に
、
こ
こ
ま
で
述
べ
て
き
た
と
こ
ろ

で
、
私
は
盛
ん
に
小
説
の
思
想
性
を
拒
否
し
た
荷
風
と
い
う
点
を
強
調
し
て
き
た
。
自
家
撞
着

で
あ
ろ
う
か
。
い
や
そ
う
で
は
な
い
。
私
は
思
想
性
を
拒
否
し
た
荷
風
の
そ
の
創
作
態
度
そ
の

も
の
こ
そ
が
、
一
つ
の
彼
の
し
た
た
か
な
思
想
、
批
評
精
神
の
あ
ら
わ
れ
で
あ
る
と
考
え
る
の

で
あ
る
。

ニ

さ
て
、
前
章
で
私
は
荷
風
の
小
説
作
法
が
世
態
人
情
を
措
く
風
俗
小
説
で
あ
る
と
し
て
き

た
。
そ
こ
で
次
に
、
そ
の
世
態
人
情
を
記
録
す
る
上
で
基
本
と
な
る
「
観
察
」
と
い
う
こ
と
に

つ
い
て
荷
風
の
言
及
し
て
い
る
も
の
を
挙
げ
て
み
た
い
。

荷
風
は
そ
の
「
小
説
作
法
」
で
、
「
読
書
思
索
観
察
の
三
番
は
小
説
を
か
く
も
の
ゝ
寸
竃
も

怠
り
て
は
な
ら
ぬ
も
の
な
り
。
」
と
し
て
、
観
察
の
創
作
に
欠
く
べ
か
ら
ざ
る
こ
と
を
強
調
し

て
い
る
。
こ
の
「
観
察
」
に
つ
い
て
の
荷
風
の
早
い
言
及
は
明
治
三
十
六
年
の
「
エ
ミ
ー
ル
ゾ

ラ
と
其
の
小
説
」
に
見
ら
れ
る
。
少
々
長
い
が
引
用
し
て
み
る
。

彼
が
小
説
を
雷
か
ん
と
す
る
時
の
苦
心
は
、
他
の
作
家
の
如
く
、
如
何
な
る
面
白
き
事
件
を

設
く
べ
き
か
、
如
何
な
る
人
物
を
措
く
べ
き
か
、
而
し
て
如
何
な
る
事
件
よ
り
書
き
始
む
べ

き
か
杯
云
ふ
点
に
あ
ら
ず
し
て
、
唯
だ
人
物
の
性
格
及
び
其
生
活
の
状
態
に
関
す
る
調
査
研

究
の
一
事
な
り
。
彼
は
劇
場
、
料
理
店
、
或
は
牢
款
等
、
若
し
編
中
に
於
て
描
き
出
さ
ゞ
る

可
か
ら
ず
と
借
ず
る
事
あ
れ
ば
、
先
づ
幾
度
と
な
く
其
の
場
所
に
赴
き
て
排
御
彷
超
し
、
少

く
と
も
l
≡
箇
月
間
は
熱
心
に
研
究
観
察
す
。
（
中
略
）
彼
は
直
薮
の
観
察
に
よ
り
て
得
た

る
所
の
活
き
た
る
記
憶
を
呼
起
し
っ
ゝ
筆
を
進
む
る
な
り
。

．
ゾ
ラ
が
舞
台
と
な
る
場
所
を
二
三
か
月
も
緋
循
す
る
な
ど
と
い
う
と
こ
ろ
は
、
後
年
「
湿
東

綺
評
」
を
創
る
時
、
連
日
玉
の
井
界
隈
を
訪
れ
た
荷
風
の
姿
を
思
い
起
こ
さ
せ
る
。
荷
風
が
ゾ

ラ
慣
倒
か
ら
得
た
も
の
の
一
つ
は
、
こ
の
観
察
の
重
要
性
で
あ
っ
た
の
か
も
知
れ
な
い
。
そ
れ

は
単
な
る
叙
景
の
資
料
を
得
る
た
め
の
観
察
で
は
あ
る
ま
い
。
「
人
物
の
性
格
及
び
其
生
活
の
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状
態
」
に
関
す
る
も
の
で
も
あ
っ
た
。
そ
の
こ
と
は
、
「
お
よ
そ
小
説
と
称
す
る
も
の
其
の
高

尚
難
解
な
る
と
通
俗
平
易
な
る
と
の
別
な
く
共
に
世
態
人
情
の
観
察
細
微
を
極
む
る
も
の
無
か

ら
ざ
る
ペ
か
ら
ず
。
」
（
〓
夕
」
大
正
5
）
と
い
っ
て
い
る
こ
と
で
も
明
ら
か
で
あ
る
。
だ
か

ら
こ
そ
、
「
わ
た
し
は
小
説
た
る
事
を
口
実
と
し
て
、
観
察
の
不
備
を
補
ふ
に
空
想
を
以
て
す

る
事
の
制
作
上
甚
危
険
で
あ
る
事
を
知
っ
て
ゐ
る
。
」
（
「
十
日
の
菊
」
大
正
1
2
）
と
す
る
の
で

あ
る
。
そ
れ
で
は
観
察
は
な
ぜ
そ
れ
ほ
ど
に
大
切
な
の
か
。

小
説
は
主
と
し
て
描
写
す
る
に
人
物
を
以
て
す
る
も
の
で
あ
る
。
人
物
を
描
写
す
る
に
は
ま

づ
其
人
物
の
性
格
と
、
そ
れ
に
基
い
た
人
物
の
生
活
と
を
観
察
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
観

察
と
は
人
を
見
る
眼
力
で
あ
る
。
（
「
来
訪
者
」
昭
和
1
9
）

人
間
を
見
抜
く
眼
力
、
そ
れ
は
観
察
の
い
か
ん
に
よ
っ
て
い
る
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

私
は
こ
こ
ま
で
「
観
察
」
と
い
う
、
小
説
家
に
と
っ
て
ほ
極
く
当
り
前
の
基
本
的
な
態
度
に

つ
い
て
述
べ
て
き
た
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
荷
風
が
本
当
の
意
味
の
観
察
家
で
あ
り
そ
の
実

践
家
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
そ
の
日
記
を
見
る
だ
け
で
も
知
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
り
、
そ
れ

が
い
か
に
彼
の
創
作
の
源
泉
に
な
っ
て
い
る
か
も
明
ら
か
で
あ
る
こ
と
を
考
え
た
時
、
や
は
り

観
察
が
荷
風
の
小
説
作
法
の
基
盤
で
あ
る
こ
と
を
強
調
し
た
い
が
た
め
に
、
あ
え
て
こ
の
当
り

前
の
こ
と
を
取
り
上
げ
た
の
で
あ
る
。
彼
の
日
記
は
、
自
己
の
感
懐
の
吐
露
で
あ
る
と
い
う
よ

り
ほ
、
む
し
ろ
彼
の
人
生
、
人
間
、
自
然
の
観
察
記
巌
で
あ
る
と
い
っ
て
も
い
い
の
で
は
な
か

ろ
う
か
。
観
察
を
創
作
の
源
泉
と
し
て
い
る
荷
風
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
「
小
説
の
巧
拙
は
、
そ

の
観
察
と
思
想
と
の
如
何
を
見
て
、
之
を
論
ぜ
よ
」
（
「
細
雪
妄
評
」
昭
和
2
2
）
と
い
え
る
の
で

ある。さ
て
、
そ
の
荷
風
の
観
察
、
就
中
人
間
観
察
の
姿
勢
に
は
あ
る
独
自
性
が
見
ら
れ
る
。
そ
れ

は
自
己
の
姿
勢
を
対
象
の
位
置
に
ま
で
低
め
て
観
察
す
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
小
説
「
冷

笑
」
中
の
人
物
、
狂
言
作
者
中
谷
の
態
度
か
ら
そ
れ
を
見
て
み
ょ
う
。

最
初
に
己
れ
と
云
ふ
も
の
を
出
来
る
だ
け
卑
し
く
し
て
、
然
る
後
に
、
一
種
超
越
し
た
態
度

に
立
っ
て
局
外
者
を
眺
め
て
見
る
。

と
彼
は
い
う
。
こ
の
姿
勢
で
対
象
を
観
察
す
る
と
ど
う
な
る
か
。
「
自
然
と
巧
ま
ず
し
て
冷
な

笑
ひ
が
口
の
端
に
浮
ん
で
来
る
」
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
こ
れ
で
は
い
か
に
も
局
外
者
、
傍

観
者
と
し
て
の
態
度
に
過
ぎ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
血
の
通
っ
た
文
学
者
の
其
撃
な
態
度
で

は
な
い
。
た
だ
こ
こ
に
浮
か
ぶ
〝
冷
笑
″
は
「
他
人
と
自
分
と
両
方
に
対
す
る
二
重
の
意
味
が

含
ま
れ
る
」
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
な
ら
許
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
で
も
ま
だ
納
得
し
か
ね

る
。
そ
こ
で
そ
の
観
察
の
対
象
を
考
え
て
み
ょ
う
。
こ
こ
で
中
谷
が
対
象
と
し
て
い
る
の
は
、

金
権
を
背
景
と
す
る
似
而
非
紳
士
で
あ
る
。
こ
れ
な
ら
ば
ど
う
だ
ろ
う
か
。
こ
の
姿
勢
は
、
荷

風
自
身
が
明
治
の
新
政
府
や
軍
人
政
府
に
と
っ
て
き
た
そ
れ
で
は
な
か
ろ
う
か
。
あ
の
痛
烈
な

批
判
は
こ
の
姿
勢
か
ら
生
ま
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
無
力
な
弱
者
を
観
察
す
る
瀞
度
は
ど
う
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
「
中
谷
は
随
劣
な
花

柳
社
会
の
人
と
同
等
の
地
位
ま
で
自
分
の
身
を
引
下
げ
て
、
お
互
ひ
に
友
達
同
士
に
な
っ
て
」

観
察
す
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
荷
風
の
女
給
や
娼
婦
、
飾
り
子
た
ち
に
接
す
る
姿
勢
で
あ
っ

た
。
そ
の
結
果
、
「
捏
束
縛
譜
」
の
お
雪
は
、
大
江
匡
な
る
小
説
家
を
「
世
間
を
慣
る
」
よ
う

な
商
売
の
男
と
信
じ
込
む
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
に
お
け
る
大
江
匡
の
観
察
態
度
は
次
の
よ
う
で

ある。わ
た
く
し
は
彼
女
達
と
懇
意
に
な
る
に
は
－
少
く
と
も
彼
女
達
か
ら
敬
し
て
遠
ざ
け
ら
れ
な

い
た
め
に
は
、
現
在
の
身
分
は
か
く
し
て
ゐ
る
方
が
よ
い
と
思
っ
た
。
彼
女
達
か
ら
、
こ
ん

な
処
へ
来
ず
と
も
よ
い
身
分
の
人
だ
の
に
、
と
思
は
れ
る
の
は
、
あ
た
く
し
に
と
っ
て
ほ
い

か
に
も
早
い
。
彼
女
達
の
帝
倖
な
生
活
を
芝
居
で
も
見
る
や
う
に
、
上
か
ら
見
下
ろ
し
て
よ

ろ
こ
ぶ
の
だ
と
誤
解
せ
ら
れ
る
や
う
な
事
は
、
出
来
得
る
か
ぎ
り
之
を
避
け
た
い
と
思
っ

た
。
そ
れ
に
は
身
分
を
秘
す
る
よ
り
外
は
な
い
。

そ
の
「
身
分
を
秘
す
る
」
た
め
に
は
、
そ
う
い
う
盛
り
場
へ
の
出
が
け
に
「
服
装
」
を
変
え

る
わ
け
で
あ
る
。
「
つ
ま
り
書
斎
に
居
る
時
、
ま
た
来
客
を
迎
へ
る
時
の
衣
服
を
ぬ
い
で
、
庭

掃
除
や
煤
弘
の
時
の
も
の
に
着
菅
へ
、
下
女
の
舌
下
駄
を
貰
っ
て
は
け
ば
よ
い
の
だ
」
と
い
う

こ
と
に
な
る
。

こ
う
し
た
観
察
靂
度
に
よ
っ
て
こ
そ
、
初
め
て
扮
飾
の
世
界
の
扮
飾
せ
ざ
る
女
た
ち
の
人
間

味
に
触
れ
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
あ
る
の
は
、
世
間
態
を
と
り
つ
く
ろ
う
「
良

家
」
の
子
女
か
ら
ほ
失
わ
れ
て
し
ま
っ
た
人
間
性
で
あ
る
。
荷
風
は
、
「
同
情
は
芸
術
制
作
の

基
礎
」
と
い
う
。

同
情
は
芸
術
制
作
の
基
礎
た
る
の
み
で
は
な
い
。
人
生
社
会
の
其
相
を
透
視
す
る
道
も
亦
同

情
の
外
は
な
い
。
観
察
の
公
平
無
私
な
ら
む
こ
と
を
希
ふ
の
あ
ま
り
、
強
ひ
て
冷
静
の
態
度

を
把
持
す
る
こ
と
は
、
却
て
臆
断
の
過
に
陥
り
や
す
い
。
（
「
申
訳
」
）
昭
和
2
）

し
か
し
、
荷
風
の
「
同
情
」
は
あ
く
ま
で
も
観
察
の
手
段
で
も
あ
る
よ
う
だ
。
従
っ
て
決
し

て
対
象
に
の
め
り
こ
ん
で
し
ま
わ
な
い
。
「
浸
兼
務
語
」
の
大
江
匡
は
自
分
を
二
重
人
格
だ
と

い
っ
て
い
る
。
冷
静
な
人
間
観
察
者
と
し
て
の
小
説
家
大
江
匡
と
、
身
を
や
つ
し
て
娼
婦
の
世

界
に
同
情
の
眼
を
そ
そ
ぐ
人
生
に
倦
み
疲
れ
た
一
人
の
初
老
の
男
と
し
て
の
そ
れ
で
あ
る
。
だ

か
ら
彼
は
、
お
宮
が
「
わ
た
く
し
の
力
に
依
っ
て
境
遇
を
一
変
さ
せ
や
う
と
云
ふ
心
」
を
起
こ

す
と
知
る
や
、
彼
女
の
か
た
わ
ら
か
ら
す
っ
と
身
を
引
い
て
し
ま
う
。
お
雪
と
い
う
ミ
ュ
ー
ズ

を
い
つ
ま
で
も
ミ
ュ
ー
ズ
と
し
て
置
き
た
い
が
た
め
で
あ
る
。
そ
う
い
う
大
江
の
エ
ゴ
は
、
小
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説
家
と
し
て
の
荷
風
の
エ
ゴ
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
。
身
を
や
つ
し
て
も
、
荷
風
の
心
は
あ
く

ま
で
も
〝
貴
族
〃
の
そ
れ
で
あ
っ
た
。

周
知
の
「
谷
崎
潤
一
郎
氏
の
作
品
」
　
（
明
治
4
4
）
の
中
で
荷
風
は
、
「
同
情
と
透
徹
と
、
冷

静
と
情
趣
」
と
い
う
一
見
相
矛
盾
す
る
も
の
を
巧
み
に
調
和
し
て
い
る
、
と
谷
崎
の
作
品
を
評

し
て
い
る
が
、
そ
れ
は
都
会
人
作
家
と
し
て
の
荷
風
自
身
の
気
質
で
も
あ
る
の
で
あ
ろ
う
。
荷

風
は
決
し
て
女
を
愛
す
る
こ
と
が
な
か
っ
た
、
と
評
さ
れ
る
ゆ
え
ん
で
あ
る
。

こ
こ
ま
で
私
は
「
観
察
」
を
人
間
観
察
と
い
う
面
か
ら
の
み
見
て
き
た
。
そ
こ
で
次
に
自
然

観
察
風
景
観
察
に
つ
い
て
み
て
み
た
い
。

・
小
説
を
つ
く
る
時
、
わ
た
く
し
の
最
も
興
を
催
す
の
は
、
作
中
人
物
の
生
活
及
び
事
件
が
開

展
す
る
場
所
の
選
択
と
、
そ
の
描
写
と
で
あ
る
。
あ
た
く
し
は
蜃
人
物
の
性
格
よ
り
も
背
景

の
描
写
に
重
き
を
置
き
過
る
や
う
な
誤
に
陥
っ
た
こ
と
も
あ
っ
た
。
（
「
漫
案
綺
賓
」
）

そ
う
い
う
荷
風
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、

あ
た
く
し
は
「
今
戸
心
中
」
が
其
時
節
を
年
の
碁
に
取
り
、
「
た
け
く
ら
べ
」
が
残
暑
の
秋

を
時
節
に
し
て
、
各
そ
の
創
作
に
特
別
の
風
趣
を
漆
へ
て
ゐ
る
の
と
同
じ
く
、
「
註
文
帳
」

の
作
者
が
編
中
そ
の
事
を
述
ぶ
る
に
当
っ
て
雪
の
夜
を
択
ん
だ
こ
と
を
最
も
巧
妙
な
る
手
段

だ
と
思
っ
て
ゐ
る
。
（
「
里
の
今
昔
」
昭
和
9
）

と
感
服
す
る
の
で
あ
る
。

荷
風
に
と
っ
て
風
景
、
自
然
は
詩
興
を
触
発
さ
せ
る
創
作
の
泉
で
あ
る
。
例
え
ば
、
隅
田
川

の
風
景
は
荷
風
の
抒
情
詩
的
本
鰹
を
外
発
さ
せ
る
。
そ
う
し
て
奮
か
れ
た
小
説
「
す
み
だ
川
」

は
、
「
こ
の
小
説
中
に
現
は
さ
れ
た
幾
多
の
叙
景
は
篇
車
の
人
物
と
同
じ
く
、
否
時
と
し
て
は

人
物
よ
り
以
上
に
重
要
な
る
分
子
と
し
て
取
扱
ほ
れ
て
ゐ
る
。
」
（
「
第
五
版
す
み
だ
川
之
序
」

大
正
2
）
と
作
者
自
身
に
よ
っ
て
い
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
が
更
に
甚
し
く
な
る

と
、
「
我
等
は
最
早
吾
等
の
感
激
を
自
然
か
ら
誘
起
さ
れ
る
の
で
は
な
く
て
、
却
て
反
対
に
音

容
は
個
性
の
感
激
を
ば
沈
黙
し
て
居
る
自
然
に
浴
び
せ
か
け
、
自
然
を
呼
び
覚
し
て
、
何
等
か

自
己
の
求
む
る
声
を
其
れ
か
ら
聞
き
取
ら
ず
は
止
む
ま
い
と
す
る
に
至
っ
た
。
」
（
「
冷
笑
」
）
と

い
う
こ
と
に
な
る
。
「
自
然
を
呼
び
覚
」
す
と
は
、
ど
う
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。
当
り
前
に

い
っ
て
し
ま
え
ば
、
平
凡
な
風
景
か
ら
も
詩
人
の
銭
い
、
繊
細
な
感
覚
が
黄
を
探
り
出
す
と
い

う
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
れ
が
芸
術
家
の
資
質
と
い
う
も
の
で
あ
ろ
う
。
あ
る

い
は
そ
れ
は
自
然
へ
の
積
極
的
な
感
情
移
入
と
も
い
え
よ
う
。

平
井
呈
一
氏
は
こ
う
い
う
。
「
都
会
人
に
と
っ
て
小
説
に
於
け
る
環
境
風
物
の
精
密
な
描
写

は
、
単
に
小
説
作
法
上
の
一
つ
の
手
段
と
か
息
抜
き
と
か
云
ふ
も
の
で
は
な
く
し
て
、
も
っ
と

深
い
根
差
し
を
も
っ
た
、
謂
は
ば
一
つ
の
深
い
趣
味
性
の
発
現
に
外
な
ら
な
い
。
そ
の
最
も
原

著
な
例
を
私
は
荷
風
先
生
に
見
出
す
。
」
（
2
）

こ
う
い
う
荷
風
に
と
っ
て
、
連
夜
の
盛
り
場
排
術
は
市
井
の
風
俗
を
探
り
出
す
た
め
の
も
の

で
あ
り
、
旧
址
を
尋
ね
て
の
散
策
は
、
過
去
を
慎
し
む
心
情
か
ら
の
そ
れ
で
あ
る
と
共
に
、
叙

景
の
用
意
の
た
め
の
も
の
で
も
あ
っ
た
。
荷
風
日
記
は
そ
の
覚
書
き
で
あ
り
、
時
に
は
絵
入
り

図
入
り
で
詳
細
に
し
た
た
め
ら
れ
る
。

僕
は
平
生
見
聞
す
る
事
物
の
中
、
他
日
小
説
の
資
料
に
な
る
ら
し
く
思
は
れ
る
事
が
あ
る

と
、
手
帳
に
こ
れ
を
書
き
留
め
て
置
く
。
一
日
の
天
気
模
様
で
も
、
月
の
夜
に
虹
が
出
た

り
、
深
夜
の
空
に
撃
星
が
顕
れ
た
り
す
る
と
、
之
も
同
じ
く
そ
の
見
た
ま
1
を
書
き
留
め
て

置
く
。
こ
れ
等
ほ
菅
に
小
説
執
筆
の
際
叙
景
の
資
料
に
な
る
の
み
な
ら
ず
、
古
人
の
書
を
読

む
樽
に
も
案
外
役
に
立
つ
こ
と
が
あ
る
。
（
「
申
訳
」
）

「
景
情
l
致
」
、
そ
れ
が
荷
風
の
庶
幾
し
た
る
文
学
の
在
り
方
で
あ
ろ
う
か
。
仏
訳
「
牡
丹

の
客
」
に
つ
い
て
の
マ
ル
セ
ル
・
ア
ル
ラ
ソ
の
評
は
、
荷
風
の
そ
の
意
図
を
正
し
く
見
抜
い
た

も
の
と
し
て
日
記
に
蕃
き
留
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

さ
び
し
く
悲
し
き
一
簾
の
主
旨
は
能
く
堀
割
の
風
景
の
描
写
中
に
混
和
し
た
り
。
相
愛
の
男

女
は
同
棲
す
る
こ
と
を
望
み
な
が
ら
そ
の
為
し
が
た
き
こ
と
を
知
れ
る
哀
愁
。
能
く
堀
割
の

描
写
と
混
和
せ
る
な
り
。
（
日
記
昭
和
1
9
、
8
、
1
9
）

わ
が
意
を
得
た
り
、
と
い
う
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
か
。

三

さ
て
、
こ
こ
で
も
う
一
つ
、
荷
風
が
唱
え
る
と
こ
ろ
の
風
土
文
学
ま
た
は
郷
土
芸
術
と
い
う

こ
と
に
つ
い
て
触
れ
て
お
こ
う
。
彼
は
そ
れ
に
つ
い
て
こ
う
い
う
。

互
ひ
に
異
な
る
風
土
か
ら
ほ
互
ひ
に
異
な
る
芸
術
が
発
生
す
る
の
は
当
然
の
事
で
あ
ら
う
。

そ
し
て
、
こ
の
風
土
特
種
の
感
情
を
遺
憾
な
く
発
揮
す
る
処
に
、
凡
て
の
大
な
る
芸
術
の
尽

き
な
い
生
命
が
含
ま
れ
る
の
で
は
有
る
ま
い
か
。
（
「
霊
廟
」
明
治
盟
　
．

こ
こ
に
い
う
「
風
土
」
は
、
欧
米
に
対
す
る
日
本
の
風
土
と
、
京
、
大
阪
あ
る
い
は
荷
風
の

い
う
〝
田
舎
″
に
対
す
る
東
京
の
風
土
と
い
う
よ
う
な
二
つ
の
意
味
に
解
す
る
こ
と
が
で
き

る
。
「
冷
笑
」
中
の
青
野
紅
雨
は
、
帰
朝
後
三
年
は
か
り
に
な
る
が
l
日
半
時
た
り
と
も
地
中

海
の
ほ
と
り
、
そ
れ
は
つ
ま
り
フ
ラ
ソ
ス
で
あ
ろ
う
が
、
そ
こ
の
夢
を
み
な
い
こ
と
は
な
い
と

い
う
。
し
か
し
、
そ
の
絶
間
な
い
健
憶
の
間
に
も
、
現
在
生
き
て
い
る
日
本
の
風
土
と
気
候
の

力
を
鋭
く
感
受
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
日
本
の
風
土
に
強
く
愛
着
を
抱
き
、
風
土
と
伝
統

芸
術
と
の
間
の
強
い
き
ず
な
を
思
わ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
。
非
愛
国
者
と
い
わ
れ
る
ま
で
の
西

洋
崇
拝
者
と
し
て
い
か
に
現
代
日
本
に
反
抗
し
て
も
、
結
局
そ
の
思
想
の
奥
底
に
あ
る
日
本
の
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風
土
の
伝
統
に
改
め
て
気
づ
か
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
青
野
紅
雨
と
い
う
小
説
中
の
人
物

で
あ
る
が
、
そ
れ
は
そ
の
ま
ま
新
帰
朝
者
荷
風
の
た
ど
り
つ
い
た
結
論
で
も
あ
っ
た
で
あ
ろ

ぅ
。
荷
風
の
伝
統
へ
の
、
日
本
の
過
去
へ
の
執
着
は
そ
の
辺
に
根
ざ
し
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ

ぅ
か
。
従
っ
て
、
小
山
清
が
そ
の
紅
雨
を
「
ぢ
や
、
近
代
詩
人
の
紅
両
君
は
以
後
近
代
思
想
と

訣
別
し
て
、
大
和
心
の
敷
島
の
道
に
戻
ら
う
と
云
ふ
ん
で
す
か
ね
。
」
と
冷
笑
し
て
も
、
紅
雨

は
動
じ
な
い
わ
け
で
あ
る
。
そ
し
て
、
現
代
日
本
の
向
か
う
方
向
を
定
め
る
舵
は
、
「
郷
土
の

美
に
対
す
る
芸
術
的
熱
情
だ
」
と
断
言
す
る
の
で
あ
る
。
荷
風
は
時
勢
に
お
も
ね
る
所
謂
「
愛

国
主
義
者
」
を
唾
棄
す
る
。
し
か
し
、
古
き
良
き
日
本
の
伝
統
と
風
土
と
を
愛
す
る
点
に
お
い

て
は
ま
っ
た
き
愛
国
主
義
者
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
か
ろ
う
。
中
河
与
一
の
「
天
の
夕
族
」
は
、

「
全
篇
飽
く
迄
日
本
的
固
有
の
情
調
を
帯
び
傲
点
最
う
れ
し
く
存
申
侯
」
　
（
昭
和
1
3
・
1
・
2
7

中
河
宛
審
簡
）
と
し
て
賞
賛
さ
れ
る
。

さ
て
も
う
一
つ
の
風
土
、
日
本
の
中
の
東
京
に
つ
い
て
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
荷
風
は
都
会

の
人
で
あ
る
。
（
3
）
東
京
に
対
す
る
荷
風
の
執
着
は
類
を
み
な
い
。
空
襲
の
日
々
を
偏
寄
館
焼

亡
の
日
ま
で
東
京
に
と
ど
ま
ら
せ
、
終
戦
の
日
が
来
る
や
帰
心
矢
の
ご
と
く
汽
車
に
と
び
乗
ら

せ
た
も
の
は
、
そ
の
東
京
へ
の
愛
着
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
東
京
は
荷
風
個
人
の
好
み
で
あ
っ

て
、
郷
土
芸
術
と
は
一
東
京
を
措
い
た
そ
れ
で
は
な
い
。
「
冷
笑
」
中
に
は
、
フ
ラ
ソ
ス
の
モ

オ
リ
ス
・
パ
レ
ス
、
ベ
ル
ギ
ー
の
ロ
オ
ダ
ソ
パ
ッ
ク
の
名
を
挙
げ
て
、
そ
の
故
郷
へ
の
熱
情
を

述
べ
郷
土
芸
術
の
手
本
と
す
る
。
日
本
文
学
の
場
合
は
ど
う
か
。

自
分
は
わ
が
一
家
の
趣
味
を
以
て
特
徴
あ
る
一
地
方
の
生
活
を
描
い
た
小
説
を
好
む
。

と
審
か
れ
て
推
賞
さ
れ
た
の
は
、
久
保
田
万
太
郎
の
「
浅
草
」
で
あ
る
。
こ
こ
で
荷
風
が
こ
の

作
品
を
推
す
理
由
は
、
一
つ
に
は
「
生
れ
落
ち
て
人
と
成
っ
た
浅
草
と
い
ふ
一
番
よ
く
知
抜
い

て
ゐ
る
土
地
の
生
活
を
、
芸
術
的
興
味
を
以
て
書
い
て
ゐ
る
と
い
ふ
事
」
で
あ
る
。
二
番
よ

く
知
抜
い
て
ゐ
る
」
と
は
、
前
章
で
述
べ
た
「
観
察
」
が
最
も
行
き
と
ど
い
て
い
る
と
い
う
こ

と
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
が
「
切
莫
な
る
写
実
的
興
味
を
呼
起
き
し
め
る
」
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て

次
に
も
う
一
つ
に
は
、
〓
地
方
特
種
の
風
景
生
活
伝
説
」
を
描
写
し
て
い
る
こ
と
を
挙
げ
る
。

そ
れ
が
「
エ
キ
ゾ
チ
ッ
ク
の
情
趣
」
に
読
者
を
浸
ら
せ
る
点
を
指
摘
す
る
。
こ
の
二
点
に
荷
風

が
郷
土
文
学
を
説
く
ゆ
え
ん
が
あ
る
よ
う
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
荷
風
は
、
自
身
の
作
品
を
ど
う
見
て
い
る
で
あ
ろ
う
か
。
「
正
宗
谷
崎
両
氏
の
批

評
に
答
ふ
」
の
中
で
彼
は
自
作
の
「
す
み
だ
川
」
　
「
狐
」
を
挙
げ
て
次
の
よ
う
に
い
う
。

執
筆
当
時
は
特
に
江
戸
趣
味
を
鼓
吹
す
る
心
は
な
か
っ
た
。
洋
行
中
仏
蘭
西
の
フ
レ
デ
リ
ッ

ク
‥
・
、
ス
ト
ラ
ル
、
白
耳
義
の
ジ
ヨ
ル
ヂ
・
エ
ツ
ク
ー
等
の
著
作
を
よ
ん
で
郷
土
芸
術
の
意

義
あ
る
事
を
教
へ
ら
れ
て
ゐ
た
の
で
、
こ
の
筆
法
転
倣
っ
て
あ
た
く
し
は
共
生
れ
た
る
過
去

の
東
京
を
再
現
さ
せ
や
う
と
思
っ
て
、
人
物
と
背
景
と
を
隅
田
川
の
両
岸
に
配
置
し
た
の
で

あ
る
。

と
い
っ
て
い
る
。
荷
風
の
作
品
が
東
京
（
江
戸
）
と
い
う
風
土
に
根
ざ
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と

は
異
論
が
あ
る
ま
い
。
彼
の
小
説
に
東
京
お
よ
び
そ
の
近
郊
を
離
れ
て
舞
台
に
し
た
も
の
は
な

い
。
全
て
が
彼
の
熟
知
し
、
観
察
し
尽
し
た
土
地
で
あ
る
。
そ
う
い
う
荷
風
で
あ
る
か
ら
こ

そ
、
「
文
壇
の
批
評
家
は
緒
も
す
れ
ば
、
か
の
作
家
は
年
が
年
中
同
じ
題
材
は
か
り
奮
い
て
居

る
と
非
難
す
る
け
れ
ど
も
」
「
作
家
は
自
己
の
特
徴
を
自
覚
し
て
、
そ
れ
に
の
み
傍
目
も
振
ら

ず
借
顕
し
て
ゐ
れ
ば
よ
い
の
だ
」
（
「
冷
笑
」
）
と
い
い
切
れ
る
の
で
あ
る
。
「
谷
崎
潤
l
都
民

の
作
品
」
に
お
い
て
も
、
そ
の
特
徴
の
第
二
と
し
て
、
「
全
く
都
会
的
た
る
事
」
を
挙
げ
、
「
そ

の
作
品
の
貴
重
た
る
所
以
は
、
全
く
こ
の
都
会
的
た
る
処
に
存
す
る
」
と
す
る
。
そ
し
て
、
上

田
敏
の
「
渦
巻
」
の
一
節
を
引
い
て
、
都
会
人
は
客
観
的
な
眼
で
人
生
を
観
察
す
る
こ
と
が
で

き
る
と
し
、
そ
れ
は
〓
国
の
文
明
を
集
中
し
た
土
地
に
生
れ
た
庇
護
で
あ
る
」
と
誇
る
わ
け

で
あ
る
。
こ
こ
で
荷
風
が
都
会
的
で
あ
る
と
い
っ
て
い
る
こ
と
は
、
そ
の
ま
ま
「
郷
土
的
」
だ

と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
単
に
都
会
の
風
土
を
措
い
た
作
品
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
は

な
い
よ
う
で
あ
る
。
物
を
観
る
限
に
つ
い
て
も
い
っ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
先
に

も
引
い
た
「
同
情
と
透
徹
と
、
冷
静
と
情
趣
と
の
一
見
相
矛
盾
し
た
両
棲
を
、
巧
に
調
和
し

て
」
人
生
を
観
察
す
る
こ
と
の
で
き
る
眼
で
あ
る
。
そ
ん
な
意
味
も
含
め
て
、
荷
風
の
文
学
は

東
京
と
い
う
郷
土
に
根
ざ
し
た
文
学
だ
と
い
え
よ
う
か
。
谷
崎
を
「
生
れ
の
都
会
を
解
し
且
つ

愛
す
る
事
が
出
来
た
都
会
人
の
一
人
で
あ
ら
う
」
と
許
し
た
こ
と
ば
は
、
そ
の
ま
ま
荷
風
自
身

に
帰
し
て
い
い
も
の
で
あ
ろ
う
。
外
遊
以
後
、
国
内
の
旅
す
ら
も
数
え
る
ほ
ど
し
か
し
な
か
っ

た
荷
風
の
文
学
は
、
ま
さ
に
東
京
と
い
う
風
土
か
ら
生
ま
れ
た
郷
土
文
学
と
い
え
よ
う
。
（
未

完）

「
解
釈
と
鑑
賞
」
第
3
5
巻
第
9
号
「
用
例
に
み
る
近
代
文
学
史
用
語
事
典
」
〝
風
俗
小
説
〟
の
項
。

「
永
井
荷
風
論
－
競
『
澄
未
練
評
』
－
」
（
日
本
文
学
資
料
叢
書
「
永
井
荷
風
」
所
収
）
。

拙
稿
「
荷
風
に
お
け
る
都
会
と
田
舎
」
（
「
新
改
荷
風
文
学
」
所
収
）


