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ま
え
が
き

本
書
は
、
永
井
荷
風
（
一
八
七
九
～
一
九
五
九
）
の
昭
和
戦
前
期
に
お
け
る
作
品
―
―
「
つ
ゆ
の
あ
と
さ
き
」（「
中
央
公

論
」
一
九
三
一
・
一
〇
）、「
ひ
か
げ
の
花
」（「
中
央
公
論
」
一
九
三
四
・
八
）、「
濹
東
綺
譚
」（「
東
京
朝
日
新
聞
」「
大
阪
朝
日

新
聞
」
夕
刊
一
九
三
七
・
四
・
一
六
～
六
・
一
五
）
に
つ
い
て
の
論
考
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
作
品
群
が
発
表
さ
れ
た
時
代
、
そ
れ
は
ち
ょ
う
ど
、
日
本
が
日
中
戦
争
に
突
入
す
る
直
前
で
あ
り
、
瞬
間
で

も
あ
っ
た
。
ま
た
、
荷
風
の
作
家
生
活
か
ら
考
え
て
み
る
と
『
あ
め
り
か
物
語
』（
博
文
館
、
一
九
〇
八
・
八
）
や
、『
ふ

ら
ん
す
物
語
』（
博
文
館
、
一
九
〇
九
・
三
）
に
代
表
さ
れ
る
、
新
帰
朝
者
と
し
て
活
躍
し
た
明
治
末
期
～
大
正
初
期
の

華
々
し
い
執
筆
活
動
と
は
対
照
的
に
、
発
表
作
品
が
少
な
く
な
る
大
正
中
期
～
末
期
、
そ
し
て
昭
和
に
入
っ
て
「
つ
ゆ
の

あ
と
さ
き
」
に
よ
っ
て
復
活
を
遂
げ
た
あ
と
、「
濹
東
綺
譚
」
ま
で
は
荷
風
の
作
家
と
し
て
の
円
熟
味
を
示
す
時
期
に
当

た
る
。
ま
た
、「
つ
ゆ
の
あ
と
さ
き
」
や
、「
濹
東
綺
譚
」
は
、
銀
座
や
玉
の
井
と
い
っ
た
都
市
空
間
や
、
当
時
の
風
俗
が

描
か
れ
た
作
品
と
し
て
、
荷
風
の
都
市
観
察
の
総
決
算
的
な
意
味
合
い
が
強
い
。
本
書
で
注
目
し
た
い
の
も
、
ま
さ
し
く

こ
の
都
市
空
間
と
、
風
俗
の
描
写
で
あ
る
。
特
に
荷
風
が
大
き
な
関
心
を
寄
せ
た
、
私
娼
街
玉
の
井
と
、
そ
の
街
を
舞
台

と
す
る
「
濹
東
綺
譚
」
は
、
荷
風
の
都
市
観
察
と
、
日
中
戦
争
勃
発
を
背
景
と
す
る
時
代
感
覚
が
見
事
に
表
現
さ
れ
た
作



6

品
で
あ
り
、
本
書
で
は
論
考
の
中
心
に
据
え
た
。

「
つ
ゆ
の
あ
と
さ
き
」
は
、
一
九
三
〇
年
前
後
の
銀
座
の
カ
フ
ェ
ー
が
舞
台
と
な
っ
て
い
る
。
荷
風
は
、
当
時
の
カ
フ
ェ

ー
の
流
行
に
も
非
常
に
敏
感
で
、『
断
腸
亭
日
乗
』
に
よ
れ
ば
、
こ
の
時
期
は
毎
夜
の
よ
う
に
銀
座
の
カ
フ
ェ
ー
に
通
っ

て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
こ
で
働
く
君
江
を
中
心
に
展
開
す
る
こ
の
物
語
は
、
ま
さ
し
く
、
当
時
流
行
し
た
女
給
小
説
の

一
つ
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
こ
の
作
品
が
単
な
る
流
行
を
意
識
し
た
も
の
で
な
い
こ
と
は
、
女
給
を
め
ぐ
る
語
り
方
、

物
語
構
造
が
当
時
の
そ
れ
と
著
し
く
異
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
理
解
で
き
る
。

「
ひ
か
げ
の
花
」
は
、
私
娼
と
、
彼
女
に
ま
と
わ
り
つ
く
ヒ
モ
を
中
心
に
展
開
す
る
物
語
で
あ
る
。
荷
風
の
関
心
は
、
銀

座
の
女
給
か
ら
、
一
九
三
二
年
一
〇
月
の
大
東
京
成
立
を
背
景
に
、
都
市
に
出
現
す
る
よ
う
に
な
る
私
娼
へ
と
向
け
ら
れ

る
。
私
娼
黒
沢
き
み
と
の
交
流
も
こ
の
時
期
で
あ
る
。
荷
風
が
紡
ぎ
出
す
物
語
は
こ
こ
で
も
当
時
の
私
娼
を
語
る
パ
タ
ー

ン
を
踏
襲
し
な
が
ら
も
、
最
終
的
に
私
娼
自
身
が
そ
の
パ
タ
ー
ン
を
内
面
化
し
、
模
倣
す
る
と
い
う
点
で
、
た
い
へ
ん
特

徴
的
な
作
品
と
な
っ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
一
九
二
〇
年
代
末
～
一
九
三
〇
年
代
に
お
け
る
荷
風
の
関
心
は
、
女
給
か
ら
私
娼
と
い
う
よ
う
に
変
化

し
て
い
く
。
そ
れ
は
、
関
心
と
観
察
の
対
象
が
、
銀
座
か
ら
大
東
京
へ
、
と
い
う
よ
う
な
マ
ク
ロ
な
視
座
へ
と
、
ひ
ろ
が

り
を
獲
得
し
た
こ
と
が
大
き
い
。
荷
風
が
、
そ
れ
ま
で
気
に
も
留
め
な
か
っ
た
、
小
名
木
川
周
辺
の
城
東
区
砂
町
（
現
江

東
区
北
砂
・
南
砂
・
東
砂
・
新
砂
）
一
帯
に
広
が
る
工
場
地
帯
に
関
心
を
持
つ
の
も
、
こ
の
頃
（
一
九
三
一
年
一
一
月
）
の

こ
と
で
あ
る
。
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荷
風
の
都
市
観
察
の
総
決
算
と
し
て
書
か
れ
る
の
が
「
濹
東
綺
譚
」
で
あ
る
。
向
島
区
寺
島
町
（
現
墨
田
区
東
向
島
）

に
あ
っ
た
私
娼
街
玉
の
井
を
舞
台
と
す
る
こ
の
作
品
は
、
小
説
家
で
あ
る
「
わ
た
く
し
」（
大
江
匡
）
と
、
お
雪
の
交
情

は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
そ
の
背
景
と
な
る
街
の
様
子
が
詳
細
に
描
写
さ
れ
て
い
る
。
荷
風
は
こ
の
作
品
に
お
い
て
も
、
玉

の
井
と
そ
こ
に
住
む
女
性
た
ち
を
め
ぐ
る
、
当
時
の
典
型
的
な
物
語
を
な
ぞ
り
な
が
ら
も
、
帰
結
す
る
点
を
敢
え
て
ず
ら

す
よ
う
に
書
い
て
い
る
。

当
時
の
物
語
の
パ
タ
ー
ン
を
な
ぞ
り
な
が
ら
も
、
同
時
に
そ
れ
か
ら
の
ズ
レ
を
は
ら
む
荷
風
の
こ
の
よ
う
な
戦
略
を
、

本
書
で
は
、「
修
辞
学
」
と
捉
え
、
そ
れ
が
語
り
や
文
体
に
お
い
て
、
特
徴
的
に
表
現
さ
れ
て
い
る
と
考
え
た
。
ま
た
、

荷
風
の
都
市
観
察
の
頂
点
を
示
す
、
玉
の
井
へ
の
ま
な
ざ
し
の
あ
り
か
た
は
、
当
時
の
玉
の
井
の
代
表
的
な
図
像
で
あ
る

「
ぬ
け
ら
れ
ま
す
」
を
中
心
に
据
え
て
分
析
す
る
こ
と
で
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
本
書
の
副
題
が
「「
ぬ

け
ら
れ
ま
す
」
の
修
辞
学
」
と
な
っ
て
い
る
の
も
そ
の
よ
う
な
理
由
か
ら
で
あ
る
。

本
書
で
目
指
し
た
の
は
、
荷
風
の
諸
作
品
の
物
語
構
造
を
明
ら
か
に
し
、
同
時
代
資
料
を
接
続
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ

の
方
法
を
採
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
一
般
に
隠
棲
し
た
生
活
を
送
っ
た
イ
メ
ー
ジ
の
強
い
荷
風
が
、
実
際
は
ど
の
よ
う
に
同

時
代
と
関
係
を
結
ん
だ
の
か
が
、
見
え
て
く
る
は
ず
で
あ
る
。
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一　
「
浅
薄
な
作
品
」
―
―
「
つ
ゆ
の
あ
と
さ
き
」
の
同
時
代
評

作
家
評
伝
的
に
ま
と
め
る
と
、
永
井
荷
風
が
一
九
三
一
（
昭
和
六
）
年
一
〇
月
、
雑
誌
「
中
央
公
論
」
に
発
表
し
た

「
つ
ゆ
の
あ
と
さ
き
」
と
い
え
ば
、
一
般
的
に
「
永
井
荷
風
が
長
い
沈
黙
の
年
月
を
経
て
文
壇
に
復
活
す
る
き
っ
か
け
を

な
し
た
小
説1

」
と
、
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。

物
語
で
は
銀
座
の
カ
フ
ェ
ー
の
女
給
君
江
は
パ
ト
ロ
ン
の
流
行
作
家
清
岡
進
が
い
な
が
ら
、
多
く
の
男
性
と
関
係
を
持

つ
生
活
を
送
っ
て
い
る
。
清
岡
は
そ
の
よ
う
な
君
江
を
許
す
こ
と
が
で
き
ず
、
腹
心
の
書
生
を
使
っ
て
、
様
々
な
嫌
が
ら

せ
を
す
る
。
清
岡
に
は
、
妻
鶴
子
が
い
る
。
し
か
し
二
人
の
関
係
は
す
で
に
冷
え
切
っ
て
お
り
、
鶴
子
が
フ
ラ
ン
ス
に
外

遊
す
る
こ
と
が
決
ま
っ
て
か
ら
、
清
岡
は
君
江
に
さ
ら
に
つ
ら
く
当
た
ろ
う
と
す
る
。
あ
る
日
や
っ
と
の
こ
と
で
清
岡
か

ら
逃
れ
た
君
江
で
あ
っ
た
が
、
今
度
は
タ
ク
シ
ー
の
運
転
手
に
突
き
飛
ば
さ
れ
て
、
大
け
が
を
し
て
し
ま
う
。
自
宅
で
静

養
し
て
い
た
君
江
は
近
所
を
散
策
し
て
い
る
途
中
に
、
昔
世
話
に
な
っ
た
川
島
と
再
会
す
る
。
君
江
は
川
島
と
二
人
で
酒

を
交
わ
す
が
、
彼
女
が
目
覚
め
た
と
き
に
は
枕
も
と
に
川
島
の
遺
書
が
置
か
れ
て
い
た
。

そ
し
て
、
こ
の｢

復
活｣

を
語
る
際
に
必
ず
言
及
さ
れ
る
の
が
、
谷
崎
潤
一
郎
「
永
井
荷
風
氏
の
近
業
に
つ
い
て　

「
つ
ゆ
の
あ
と
さ
き
」
を
読
む
」（「
改
造
」
一
九
三
一
・
一
一
）
で
あ
る
。
谷
崎
は
こ
の
評
で
「
主
観
」
と
「
客
観
」
と
い

っ
た
、
小
説
の
語
り
の
変
容
を
、
明
治
中
頃
か
ら
辿
り
直
し
な
が
ら
、「
つ
ゆ
の
あ
と
さ
き
」
は
「
近
頃
珍
し
く
も
純
客
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観
的
描
写
を
以
て
一
貫
さ
れ
た
、
何
ん
の
目
的
も
、
何
ん
の
主
張
も
そ
れ
自
身
の
う
ち
に
含
ん
で
ゐ
な
い
冷
め
た
い
写
実

的
作
品
」
で
あ
る
と
し
、
つ
づ
け
て
、「
私
は
何
よ
り
も
先
づ
我
が
敬
愛
す
る
荷
風
先
生
の
健
在
を
喜
び
た
い
。」
と
絶
賛

を
送
る
。

し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
谷
崎
の
「
つ
ゆ
の
あ
と
さ
き
」
評
は
、
川
端
康
成
「
一
九
三
一
年
創
作
界
の
印
象
」（「
新
潮
」

一
九
三
一
・
一
二
）
が
当
年
を
回
顧
し
な
が
ら
「
ほ
か
の
人
々
の
批
評
と
飛
び
は
な
れ
て
ゐ
る
」
と
、
記
し
て
い
る
よ
う

に
、
当
時
に
お
い
て
は
、
い
さ
さ
か
特
異
な
位
置
づ
け
に
あ
っ
た
よ
う
だ
。
事
実
、
同
時
代
評
の
多
く
は
、
荷
風
の
「
復

活
」
を
言
祝
ぎ
つ
つ
も
、
同
時
に
、
痛
烈
な
批
判
を
加
え
て
い
く
の
で
あ
る
。
例
え
ば
「
つ
ゆ
の
あ
と
さ
き
」
に
つ
い

て
最
も
早
い
評
で
あ
る
川
端
康
成
「
永
井
荷
風
氏
の
「
つ
ゆ
の
あ
と
さ
き
」」（「
東
京
日
日
新
聞
」
一
九
三
一
・
九
・
二
九
）

は
、
作
品
発
表
そ
の
も
の
に
つ
い
て
は
「
喜
ば
し
い
興
奮
を
感
じ
さ
せ
る
」
と
、
一
応
の
評
価
を
与
え
つ
つ
も
、「
登
場

人
物
に
対
す
る
永
井
氏
の
好
悪
は
実
に
露
骨
で
あ
る
」
と
し
て
、
そ
れ
ゆ
え
に
、「
芸
術
的
気
品
は
失
は
れ
、
や
ゝ
浅
薄

な
作
品
と
な
つ
て
し
ま
つ
た
」
と
述
べ
て
い
る
。
つ
ま
り
川
端
は
、
女
給
の
君
江
や
彼
女
の
パ
ト
ロ
ン
で
あ
る
小
説
家
清

岡
進
は
、
作
者
か
ら
「
侮
蔑
さ
れ
冷
笑
」
さ
れ
る
存
在
で
あ
り
、
そ
れ
に
対
し
、
清
岡
進
の
父
熙あ

き
らと

進
の
妻
鶴
子
は
「
同

情
さ
れ
賛
美
」
さ
れ
て
い
る
と
い
っ
た
、
単
純
な
人
物
造
形
と
配
置
を
指
摘
し
、
そ
こ
に
「
作
者
の
世
相
観
察
が
や
ゝ

浅
薄
」
で
あ
る
と
批
判
し
て
い
く
の
だ2

。
こ
の
よ
う
な
「
世
相
観
察
」
と
い
っ
た
、
作
者
の
倫
理
的
な
側
面
へ
の
批
判
は
、

川
端
ば
か
り
で
は
な
い
。
中
野
重
治
「
文
芸
界
の
諸
問
題
」（「
読
売
新
聞
」
一
九
三
一
・
一
〇
・
四
）
は
、「
何
ら
の
芸
術

的
感
動
も
な
し
に
綴
ら
れ
た
一
種
の
猥
雑
文
」
で
あ
る
と
し
て
、「
一
般
に
か
う
し
た
作
者
が
制
作
に
つ
い
て
ど
う
し
て
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生
き
て
ゐ
ら
れ
る
の
か
不
思
議
」
と
断
罪
し3

、
ま
た
、
尾
崎
士
郎
「「
戯
作
者
的
態
度
」
に
つ
い
て
そ
の
ほ
か
」（「
新
潮
」

一
九
三
一
・
一
一
）
は
、「
表
現
は
い
ち
ぢ
る
し
く
粗
雑
で
、
往
年
の
官
能
描
写
と
く
ら
べ
て
も
木
版
刷
の
春
画
を
石
版
に

う
つ
し
変
へ
た
と
い
ふ
程
度
の
粗
悪
な
印
象
を
う
け
る
」
と
酷
評
し
て
い
る4

。

｢

つ
ゆ
の
あ
と
さ
き｣

が
、
発
表
当
時
こ
の
よ
う
に
酷
評
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
、
あ
ま
り
注
目
さ
れ
る
こ
と
は
な
い5

。
そ

の
理
由
は
、
い
た
っ
て
簡
単
だ
。
当
初
は
酷
評
し
て
い
た
正
宗
白
鳥6

が
、
そ
の
翌
年
「
永
井
荷
風
論
」（「
中
央
公
論
」
一

九
三
二
・
四
）
に
お
い
て
、
そ
の
ト
ー
ン
を
弱
め
な
が
ら
も
、「
荷
風
氏
ほ
ど
現
代
日
本
の
文
明
を
批
評
し
た
も
の
は
な

か
つ
た
」
と
賛
辞
を
送
り
、
さ
ら
に
先
述
し
た
谷
崎
の
絶
賛
と
合
わ
せ
て
、
荷
風
自
身
が
「
正
宗
谷
崎
両
氏
の
批
評
に
答

ふ
」（「
古
東
多
万
」
一
九
三
二
・
五
）
で
、「
わ
た
く
し
は
こ
の
二
家
の
批
評
を
読
ん
で
何
事
よ
り
も
ま
づ
感
謝
の
情
を
禁

じ
得
な
か
つ
た
。」
と
、
率
直
に
謝
辞
を
述
べ
、
こ
の
よ
う
な
応
酬
の
中
で
、
彼
ら
の
作
家
論
的
コ
ン
テ
ク
ス
ト
と
と
も

に
「
復
活
」
を
語
る
、
あ
ま
り
に
も
理
解
し
や
す
い
文
脈
を
、
荷
風
本
人
が
提
供
し
て
し
ま
う
か
ら
だ
。
そ
れ
ゆ
え
本
章

で
考
え
て
み
た
い
の
は
、
こ
れ
ま
で
幾
度
も
繰
り
返
さ
れ
た
「
荷
風
先
生
の
健
在
」
を
示
す
「
つ
ゆ
の
あ
と
さ
き
」
で
は

な
く
、
現
在
に
お
い
て
は
、
そ
の
よ
う
な
絶
賛
に
よ
っ
て
忘
却
さ
れ
て
い
る
「
作
者
の
世
相
観
察
が
や
や
浅
薄
」
な
こ
と

を
露
呈
し
て
し
ま
う
「
つ
ゆ
の
あ
と
さ
き
」
で
あ
る
。
結
論
か
ら
言
え
ば
、
こ
れ
ら
の
酷
評
は
、
ひ
と
え
に
女
給
を
め

ぐ
る
言
説
の
布
置
に
よ
っ
て
、
そ
の
回
路
が
浮
上
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
、

ま
ず
は
「
つ
ゆ
の
あ
と
さ
き
」
の
物
語
構
造
を
確
認
し
、
次
に
、
当
時
の
女
給
の
言
説
を
検
討
す
る
。
そ
の
上
で
テ
ク
ス

ト
の
同
時
代
的
な
位
置
を
考
え
て
み
た
い
。
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二　

断
片
化
さ
れ
る
テ
ク
ス
ト
―
―
「
芝
居
の
序
幕
」

「
つ
ゆ
の
あ
と
さ
き
」
を
、
女
給
の
君
江
を
中
心
と
し
た
物
語
と
し
て
読
み
進
め
る
こ
と
は
、
い
さ
さ
か
困
難
な
作
業
と

い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
物
語
は
途
中
、
彼
女
の
パ
ト
ロ
ン
に
あ
た
る
小
説
家
清
岡
進
、
進
の
父
熙
、
進
の
妻
鶴
子
た
ち
の

出
来
事
が
、
時
に
冗
長
な
ま
で
に
挿
入
さ
れ
、
そ
の
度
に
焦
点
化
さ
れ
る
人
物
が
、
か
な
り
の
頻
度
で
切
り
替
わ
り
、
そ

の
結
果
、
物
語
の
現
在
時
は
幾
度
も
中
断
さ
れ
て
し
ま
う
か
ら
だ
。
そ
れ
ゆ
え
作
品
は
、
あ
る
人
物
の
情
報
を
特
権
化
し
、

統
合
の
と
れ
た
一
つ
の
物
語
と
い
う
よ
り
は
、
む
し
ろ
各
人
物
の
そ
れ
ぞ
れ
の
時
間
軸
に
沿
っ
て
断
片
化
さ
れ
た
場
面
が
、

方
向
性
を
定
め
ず
偏
在
し
て
い
る
状
態
に
あ
る
と
い
っ
た
ほ
う
が
適
当
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
そ
れ
ら
の
断
片
の
集
積
か
ら
、

テ
ク
ス
ト
全
体
を
後
置
的
に
統
括
す
る
安
定
し
た
語
り
の
存
在
を
見
出
す
こ
と
は
、
ほ
ぼ
不
可
能
に
近
い
。

こ
の
よ
う
な
物
語
構
造
の
不
安
定
さ
を
生
み
出
す
理
由
と
し
て
、
物
語
の
時
間
的
持
続
と
、
そ
れ
を
語
る
物
語
言
説
の

著
し
い
不
均
衡
さ
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。「
つ
ゆ
の
あ
と
さ
き
」
の
時
間
的
持
続
は
、「
五
月
は
じ
め
」（
第

一
章
）
か
ら
「
七
月
十
日
」（
第
九
章
）
直
後
ま
で
の
、
約
二
ヶ
月
間
を
想
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
実
際
に
語

ら
れ
る
の
は
、
そ
の
持
続
に
点
在
す
る
、
ほ
ん
の
数
日
の
出
来
事
に
過
ぎ
な
い
。
例
え
ば
冒
頭
「
女
給
の
君
江
は
午
後
三

時
か
ら
其
日

0

0

は
銀
座
通
り
の
カ
ツ
フ
エ
ー
へ
出
れ
ば
よ
い
の
で
、」（
第
一
章
）
か
ら
始
ま
る
「
其
日
」
の
出
来
事
は
、
君

江
が
「
売う

ら
な
い
し
ゃ

卜
者
」
に
「
再
三
気
味
の
わ
る
い
事
に
出
遇
つ
て
ゐ
た
」
こ
と
を
相
談
す
る
場
面
か
ら
始
ま
り
、
そ
の
後
、
彼
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女
が
勤
め
る
カ
フ
ェ
ー
「
ド
ン
・
フ
ワ
ン
」
の
様
子
（
第
二
章
）
や
、
し
つ
こ
く
言
い
寄
る
客
の
矢
田
と
、
神
楽
坂
の
待

合
で
過
ご
す
こ
と
に
な
る
「
今
夜
」
の
描
写
へ
と
接
続
さ
れ
（
第
三
章
）、「
翌
日
の
朝
」「
腕
時
計
の
針
は
ま
だ
九
時
半

を
さ
し
た
」
頃
に
、
清
岡
が
君
江
の
貸
間
を
訪
ね
て
来
る
場
面
（
第
四
章
）
ま
で
の
持
続
を
想
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

す
な
わ
ち
作
品
全
体
と
し
て
、
約
二
ヶ
月
の
時
間
的
持
続
、
全
九
章
で
構
成
さ
れ
た
こ
の
作
品
が
、
冒
頭
の
「
其
日
」
を

起
点
と
す
る
一
日
に
も
満
た
な
い
出
来
事
に
、
約
半
分
近
く
の
章
立
て
（
第
一
～
四
章
）
の
物
語
言
説
を
費
や
し
て
い
る

の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
時
間
的
持
続
と
、
物
語
言
説
量
の
不
自
然
さ
は
、
先
述
し
た
よ
う
に
、
登
場
人
物
た
ち
の
回
想
や
過
去
の

出
来
事
が
、
過
剰
な
ま
で
に
挿
入
さ
れ
る
こ
と
に
起
因
し
て
い
る
。
例
え
ば
、
以
下
の
場
面
を
起
点
と
し
て
語
ら
れ
る
清

岡
の
回
想
は
、
こ
の
作
品
中
最
も
大
き
く
、
か
つ
不
自
然
な
中
断
で
あ
る
。

「
自
分
ば
か
り
知
れ
な
い
と
思
つ
て
ゐ
て
も
、
世
の
中
に
は
案
外
な
事
が
あ
る
か
ら
ね
。
秘
密
は
却
て
漏
れ
や
す
い

も
の
さ
。」
と
言
ひ
終
つ
て
清
岡
は
自
分
か
ら
言
過
ぎ
た
と
心
付
き
、
急
い
で
煙
草
を
啣
へ
な
が
ら
君
江
の
顔
色
を

窺
ふ
と
、
君
江
の
方
で
も
何
か
言
は
う
と
し
た
の
を
其
の
ま
ゝ
黙
つ
て
、
飲
み
か
け
た
湯
呑
を
口
の
端
に
持
ち
添
へ

た
ま
ゝ
、
ぢ
ろ
り
と
清
岡
の
顔
を
見
た
の
で
、
二
人
の
目
は
ぴ
つ
た
り
出
遇
つ
た
。
清
岡
は
煙
草
の
烟
に
む
せ
た
風

を
し
て
顔
を
外
向
け
、

「
何
で
も
気
に
し
な
い
の
が
一
番
い
ゝ
よ
。」
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「
ほ
ん
と
う
ね
え
。」
と
君
江
の
方
で
も
心
か
ら
さ
う
思
つ
て
ゐ
る
ら
し
く
見
せ
か
け
る
た
め
に
、
声
ま
で
作
つ
た

が
、
そ
れ
な
り
後
の
言
葉
が
出
て
来
な
い
の
で
、
湯
呑
の
茶
を
ゆ
つ
く
り
飲
干
し
て
静
に
下
に
置
い
た
。（
第
四
章
）

君
江
が
「
気
味
の
わ
る
い
事
」
に
つ
い
て
「
売
卜
者
」
に
相
談
し
て
も
判
然
と
せ
ず
、
そ
の
不
安
を
、
翌
朝
彼
女
の
貸

間
に
訪
ね
て
き
た
清
岡
に
漏
ら
す
場
面
で
あ
る
。
こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
、
傍
線
部
の
よ
う
に
、
清
岡
と
君
江
が
同
時

に
焦
点
化
さ
れ
て
い
る
点
だ
。
こ
の
よ
う
に
、
一
つ
の
場
面
で
二
人
の
人
物
を
等
分
に
焦
点
化
し
て
い
く
語
り
は
こ
の
作

品
の
大
き
な
特
長
で
あ
る
。
引
用
箇
所
を
検
証
し
て
み
よ
う
。
交
わ
さ
れ
た
会
話
の
中
で
清
岡
は
、「
自
分
か
ら
言
過
ぎ

た
」
と
感
じ
て
お
り
、
君
江
も
ま
た
「
心
か
ら
さ
う
思
つ
て
ゐ
る
ら
し
く
見
せ
か
け
」
よ
う
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ

の
直
後
に
は
「
君
江
は
何
か
好
い
折
が
あ
つ
た
ら
、
清
岡
と
は
関
係
を
断
つ
て
さ
つ
ぱ
り
と
し
て
、
自
分
の
過
去
の
事

を
少
し
も
知
ら
な
い
新
し
い
恋
人
を
得
た
い
」
と
い
う
、
彼
女
の
内
面
が
明
確
に
語
ら
れ
る
。
そ
れ
と
対
比
す
る
よ
う
に
、

「
清
岡
が
君
江
を
識
つ
た
の
は
君
江
が
始
め
て
下
谷
池
の
端
の
サ
ロ
ン
・
ラ
ツ
ク
と
い
ふ
酒
場
の
女
給
に
な
つ
た
其
の
第

一
日
の
晩
か
ら
で
あ
つ
た
。」
以
下
は
、
清
岡
が
焦
点
化
さ
れ
、
二
人
の
出
会
い
が
語
ら
れ
て
い
く
。
こ
の
場
面
以
降
明

ら
か
に
さ
れ
る
の
は
、
昨
年
「
秋
風
の
立
ち
初
め
る
」
頃
に
清
岡
が
目
撃
し
た
「
こ
の
夜
の
事
件
」
の
顚
末
で
あ
る
。
清

岡
は
、
君
江
の
貸
間
付
近
で
、
偶
然
に
も
彼
女
と
連
れ
だ
っ
て
歩
く
男
を
見
か
け
、
二
人
を
尾
行
す
る
。
彼
は
「
桜
の
木

立
を
楯
に
し
て
次
第
々
々
に
進
み
寄
り
、
君
江
が
ど
ん
な
話
を
し
て
ゐ
る
か
を
窺
ひ
、
同
時
に
相
手
の
男
の
何
者
た
る
か

を
見
定
め
や
う
と
試
み
」、
事
実
二
人
が
「
崖
上
の
ベ
ン
チ
」
で
交
わ
す
会
話
は
も
と
よ
り
、
待
合
へ
向
か
う
路
地
で
交
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わ
す
会
話
の
詳
細
な
内
容
な
ど
も
含
め
て
、
強
引
な
ま
で
に
清
岡
が
焦
点
化
さ
れ
て
い
く
。「
清
岡
は
い
か
な
る
作
者
の

探
偵
小
説
中
に
も
、
こ
の
夜
の
事
件
ほ
ど
探
偵
に
成
功
し
た
は
な
し
は
恐
ら
く
あ
る
ま
い
」
と
、
自
身
で
「
驚
愕
」
を
隠

せ
な
い
よ
う
な
の
だ
が
、
物
理
的
に
考
え
て
、
絶
対
に
聞
き
取
る
こ
と
の
で
き
な
い
君
江
た
ち
の
会
話
を
聞
き
取
る
こ
と

に
「
成
功
」
し
て
し
ま
う
清
岡
の
描
写
は
、
物
語
構
造
と
し
て
破
綻
し
て
い
る
と
し
か
考
え
ら
れ
な
い
。
し
か
し
こ
の
場

面
は
、
清
岡
が
彼
女
に
対
し
て
「
平
常
心
の
底
に
蟠
つ
て
ゐ
る
怨
恨
」
を
抱
く
理
由
と
、
さ
ら
に
は
、
冒
頭
君
江
を
焦
点

化
し
、
彼
女
が
「
売
卜
者
」
に
相
談
し
た
「
気
味
の
わ
る
い
事
」
が
、
全
て
清
岡
の
企
み
で
あ
っ
た
こ
と
を
明
示
し
て
い

く
機
能
を
担
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
物
語
は
こ
の
よ
う
な
一
年
近
く
に
わ
た
る
清
岡
の
「
怨
恨
」
と
因
縁
の
説
明
に
、
い

さ
さ
か
冗
長
と
も
い
え
る
物
語
言
説
を
費
や
し
な
が
ら
も
、
そ
の
語
り
の
末
尾
に
は
、
先
の
引
用
箇
所
と
照
応
す
る
よ
う

に
、「
今
方

0

0

占
者
の
は
な
し
か
ら
、
清
岡
は
我
知
ら
ず
言
過
ぎ
た
と
心
付
き
狼
狽
へ
て
言
ひ
ま
ぎ
ら
し
た
の
も
、
実
は
か

う
い
ふ
事
情
か
ら
で
あ
る
。」
と
ま
と
め
る
こ
と
で
、
物
語
内
容
に
お
け
る
現
在
の
時
間
軸
が
、
全
く
経
過
し
て
い
な
い

こ
と
を
示
し
て
い
る
。
つ
ま
り
「
つ
ゆ
の
あ
と
さ
き
」
は
、
こ
の
よ
う
に
、
登
場
人
物
た
ち
の
回
想
や
、
過
去
の
出
来
事

を
挿
入
し
て
い
く
こ
と
で
、
物
語
の
現
在
時
を
大
胆
な
ま
で
に
中
断
し
、
彼
ら
の
断
片
的
な
出
来
事
を
、
い
さ
さ
か
過
剰

に
語
っ
て
い
く
こ
と
で
、
物
語
言
説
を
肥
大
化
さ
せ
て
い
く
傾
向
に
あ
る
の
だ
。

こ
の
よ
う
な
、
不
自
然
な
ま
で
の
物
語
言
説
の
過
剰
さ
と
そ
の
肥
大
化
は
、
こ
の
作
品
の
時
間
構
成
と
、
密
接
な
関
係

に
あ
る
。「
つ
ゆ
の
あ
と
さ
き
」
の
時
間
構
成
は
、「
い
つ
も
」
の
習
慣
的
な
様
子
を
語
る
括
復
的
表
現
と
、
そ
れ
に
よ
っ

て
示
さ
れ
た
時
間
的
振
幅
か
ら
引
き
出
さ
れ
る
、
そ
の
時
そ
の
場
の
一
回
的
な
出
来
事
を
語
る
単
起
的
表
現
と
の
、
複
雑
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