
り
、
そ
の
疏
に
「
如
比
云
送
猶
畢
者
此
時
寒
実
未
巣
市
言
撃
者
、

但
意
欲
全
準
耳
」
と
あ
る
に
よ
っ
て
も
、
送
字
は
最
後
な
る
こ
と

を
意
思
し
つ
t

ふ
す
る
行
為
を
表
わ
す
語
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か

で
、
菜
字
と
略
同
様
の
意
義
に
と
り
得
る
。

ゆ
車
字
に
つ
い
て
は
、
古
く
は
興
、
警
も
亦
車
で
あ
っ
て
、
車
、

質
、
浩
平
三
者
の
区
別
が
明
ら
か
に
な
っ
た
の
は
陪
代
の
よ
う
で
、

通
典
に
引
く
続
長
書
一
刀
古
志
に
見
え
る
車
府
令
や
、
書
紀
に
見
え

る
車
持
部
、
車
持
公
の
如
き
は
、
矢
張
り
乗
輿
諸
車
を
総
称
ず
る

に
車
字
JZ
以
で
し
た
、
士
口
い
称
呼
に
も
と
ず
く
も
の
で
、
原
殺
説

話
に
見
え
る
の
も
、
漢
土
渡
来
の
古
い
慣
に
従
っ
て
車
と
作
っ
た

も
の
で
あ
ろ
う
：
：
：
。

と
述
べ
ら
れ
、
契
沖
の
孝
子
伝
原
穀
説
話
が
、
こ
の
長
歌
の
末
尾
の

典
ぬ
と
し
て
、
略
妥
当
な
も
の
で
あ
る
と
云
わ
れ
る
o

送
車
字
等
と

内
容
の
面
か
ら
見
て
、
こ
の
末
患
が
代
匠
一
記
の
い
う
孝
子
伝
を
も
と

に
成
立
し
た
こ
と
は
疑
い
な
い
と
思
う
。

む
す
び

以
上
一
、
竹
取
翁
歌
に
つ
い
て
詞
句
、
内
客
や
発
想
の
上
か
ら
漢
籍

と
の
関
係
を
検
討
し
て
き
た
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
よ
り
、
こ
の
作

品
に
は
遊
仙
窟
を
は
じ
め
と
す
る
漢
語
、
漢
文
学
の
影
響
が
少
な
か

ら
ず
見
ら
れ
る
こ
と
が
理
解
さ
れ
た
o

そ
し
て
そ
れ
は
単
に
詞
句
の

み
な
ら
ず
内
客
や
発
想
の
面
に
於
て
も
興
味
あ
る
事
柄
が
あ
り
、
時

に
或
は
釈
訓
の
問
題
に
も
関
係
し
て
来
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
o

そ
の

外
な
お
作
者
や
筆
者
或
は
構
成
等
に
つ
い
て
も
研
究
す
べ
き
で
あ
る

が
、
そ
れ
は
又
後
日
に
ま
つ
こ
と
と
す
る
。

－ノ 1主！iソ i同弘
… 

唱匂；評（
一
著

『
戦
国
乱
世
の
文
学
』

キす

末

士
口

中

応
仁
の
大
乱
か
ら
徳
川
初
期
に
か
け
て
の
戦
国
乱
世
の
時
代
は
、

日
本
文
学
史
の
中
で
は
実
り
の
少
い
暗
黒
時
代
と
さ
れ
て
い
る
。
す

な
わ
ち
、
こ
の
時
代
に
は
文
学
書
と
し
て
見
る
べ
き
も
の
が
少
い
と

一
般
に
は
見
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
著
者
は
既
成
の
文
学
観
を
す

て
て
、
当
時
の
作
口
聞
を
新
し
い
観
点
か
ら
見
直
し
て
、
新
し
い
階
級

で
あ
る
名
主
下
人
層
や
町
衆
の
生
活
や
思
想
や
感
情
や
希
望
に
新
し

い
人
間
形
象
、
新
し
い
文
体
や
用
語
、
新
し
い
情
緒
が
ど
の
よ
う
に

う
つ
さ
れ
て
い
る
か
と
い
う
点
を
基
準
に
し
て
い
る
。
そ
し
て
粗
野

と
か
未
熟
と
か
ま
た
非
文
学
の
作
品
と
い
わ
れ
る
当
時
の
作
品
の
中

に
、
さ
ま
ざ
ま
な
文
学
的
可
能
性
の
芽
生
え
を
探
り
当
て
よ
う
と
試

み
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
う
し
て
こ
の
時
代
の
作
品
の
中
に
お
い
て
可
能
性
の
要
素
を
見
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ま
わ
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
「
そ
の
可
能
性
の
大
部
分
は
残
念
な

こ
と
に
江
戸
文
学
に
お
い
て
現
実
化
し
な
い
で
終
っ
た
。
と
い
う
こ

と
は
、
そ
の
後
の
日
本
文
学
の
流
れ
が
い
く
つ
か
の
た
い
せ
つ
な
国

民
文
学
的
要
素
を
欠
い
た
ま
ま
で
あ
っ
た
こ
と
、
そ
の
弱
さ
は
現

代
文
学
に
ま
で
引
き
つ
が
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
ほ
か
な
る
ま

い
。
」
と
著
者
は
い
っ
て
い
る
。
こ
の
「
国
民
文
学
的
要
素
」
と
い

う
こ
と
が
著
者
の
文
学
観
の
根
底
と
な
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
o
そ

し
て
当
時
の
作
品
の
中
か
ら
二
十
の
作
品
と
中
世
歌
謡
と
狂
言
の
類

を
あ
げ
て
、
そ
れ
ら
を
分
析
し
て
論
を
進
め
て
い
る
。

そ
の
論
拠
の
中
で
著
者
の
文
学
に
対
す
る
概
念
が
先
ず
問
題
と
な

っ
て
く
る
が
、
こ
の
間
題
は
各
章
の
考
察
の
さ
い
に
と
り
あ
げ
て
い

く
こ
と
に
し
た
い
。

戦
乱
時
代
の
回
想
録

こ
の
章
で
は
、
「
慶
長
見
聞
集
」
コ
ニ
河
物
語
」
「
お
あ
む
物

語
」
「
お
き
く
物
語
」
の
四
作
品
を
と
り
あ
げ
て
い
る
。

「
慶
長
見
聞
集
」
は
徳
川
幕
政
初
年
の
雑
事
を
写
し
だ
し
た
、
い

わ
ゆ
る
随
筆
で
あ
っ
て
、
江
戸
に
草
ぶ
き
の
家
が
並
ん
で
火
事
が
絶

え
ず
、
法
令
で
板
ぶ
き
に
す
べ
き
こ
と
を
命
じ
た
と
か
、
江
戸
の
道

は
泥
ん
こ
で
、
か
わ
い
て
風
が
吹
く
と
火
事
の
煙
と
ま
ち
が
え
た
と

か
、
い
ろ
い
ろ
と
当
時
の
風
俗
人
情
な
ど
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

し
か
し
、
過
ぎ
去
っ
た
戦
乱
時
代
の
体
験
に
つ
い
て
は
「
北
条
五
代

記
」
の
方
へ
ゆ
ず
っ
て
、
ほ
と
ん
ど
ふ
れ
て
い
な
い
。
著
者
は
自
分

の
協
覧
を
披
濯
す
る
た
め
に
、
和
歌
連
俳
を
列
挙
し
、
和
漢
の
故
事

を
述
べ
、
ま
た
儒
教
仏
教
の
教
訓
を
引
用
ま
じ
り
で
述
べ
て
い
る
。

風
俗
や
巷
談
が
そ
の
ま
ま
書
か
れ
て
お
れ
ば
「
一
つ
の
新
し
い
文
学

の
芽
と
な
り
え
た
か
も
し
れ
な
い
」
と
批
評
し
て
い
る
。
し
か
し
こ

の
書
の
価
値
は
、
江
戸
時
代
の
随
筆
の
先
例
を
な
し
、
手
本
と
な
っ

た
点
に
あ
る
と
し
て
認
め
て
い
る
。
す
な
わ
ち
こ
の
書
が
、
随
筆
の

芽
え
と
な
っ
た
点
を
指
摘
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

「
一
二
河
物
語
」
は
大
久
保
彦
左
衛
門
筆
記
で
あ
っ
て
す
、
徳
川
家
三

将
軍
に
仕
え
た
大
久
保
彦
左
衛
門
が
、
徳
川
家
と
大
久
保
家
の
経
歴

を
記
し
て
、
度
々
の
忠
節
や
辛
労
を
語
っ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
そ

し
て
こ
の
書
が
古
武
士
で
な
け
れ
ば
筆
録
し
え
な
い
い
く
つ
か
の
挿

話
が
語
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
に
、
こ
の
書
の
意
義
を
著
者
は
認
め
て

い
る
。
そ
し
て
こ
れ
は
、
「
記
録
文
学
と
い
う
よ
り
も
心
境
小
説
と

い
う
に
ふ
さ
わ
し
い
ほ
ど
で
あ
る
」
と
著
者
は
い
っ
て
い
る
。

「
お
あ
む
物
語
」
は
慶
長
五
年
三
六

O
O）
の
関
ヶ
原
の
役

に
、
石
田
三
成
の
持
ち
城
大
垣
域
内
に
い
た
一
女
性
が
新
し
く
体
験

し
た
こ
と
を
記
し
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
老
婆
の
思
い
出

話
で
あ
る
か
ら
、
迫
真
性
を
欠
い
で
は
い
る
が
、
昔
の
衣
食
の
話
な

乙
、
十
分
な
具
象
性
を
も
っ
て
語
ら
れ
て
い
る
点
に
価
値
を
著
者
は

認
め
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
は
口
述
の
物
語
で
、
い
わ
ば
一
種
の

お
伽
話
で
あ
り
、
後
の
小
説
の
母
と
も
な
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の

口
承
文
学
と
い
う
こ
と
に
注
目
し
て
い
る
。

「
お
き
く
物
語
」
は
元
和
元
年
（
一
六
一
五
）
大
阪
城
落
城
の
さ
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ぃ
、
城
中
に
あ
っ
た
菊
と
い
う
二
十
才
の
女
の
体
験
を
後
年
聞
い
て

書
い
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
は
落
城
の
さ
い
の
戦
闘
の
こ
と
は
ほ

と
ん
ど
語
ら
れ
て
い
な
い
で
、
大
阪
城
内
の
有
様
が
挿
話
的
に
語
ら

れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
真
実
性
と
い
う
近
代
小
説
に
と
っ

て
か
く
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
を
も
っ
て
い
る
と
し
て
、
こ
の
点
を

指
摘
し
て
い
る
。

以
上
の
四
書
に
つ
い
て
の
著
者
の
見
解
を
み
て
も
わ
か
る
よ
う

に
、
「
真
実
性
」
、
「
具
象
性
」
な
ど
近
代
小
説
の
要
素
を
認
め

て
、
文
学
的
可
能
性
の
芽
生
え
を
探
求
し
て
、
こ
の
後
一
の
発
展
に
注

目
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

、
l 

軍
学
書
の
記
録
性

こ
の
章
で
は
「
甲
陽
軍
鑑
」
と
「
雑
兵
物
語
」
と
を
あ
げ
て
い

る。
「
甲
陽
軍
鑑
」
は
甲
州
流
の
軍
学
者
小
幡
勘
兵
衛
の
編
と
な
っ
て

い
る
が
、
武
田
信
玄
の
一
代
記
や
、
武
田
家
の
将
兵
の
逸
話
や
実
行

を
記
録
し
、
か
っ
戦
陣
の
組
み
方
や
出
陣
の
儀
式
ま
で
述
べ
て
あ

る
。
全
二
十
巻
と
い
う
大
き
な
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
記
録
の
中
か

ら
箪
鑑
一
の
文
掌
的
価
値
を
見
出
し
て
い
る
。

「
雑
兵
物
語
」
は
「
雑
兵
三
十
名
の
功
名
談
、
失
敗
談
、
見
開
談

等
の
形
式
を
借
り
て
、
雑
兵
の
陣
中
及
び
日
常
に
お
け
る
心
得
の
一

般
、
武
具
の
取
扱
い
そ
の
ほ
か
戦
場
に
お
け
る
い
ろ
い
ろ
の
こ
と
を

平
易
に
述
べ
た
も
の
で
、
戦
場
に
未
経
験
な
雑
兵
に
不
屈
の
精
神
を
．

注
入
し
よ
う
」
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
中
に
語
ら
れ
る

教
訓
、
体
験
談
の
真
実
性
が
こ
の
雑
兵
物
語
で
価
値
で
あ
る
と
著
者

は
い
っ
て
い
る
。

以
上
の
二
軍
学
書
の
中
に
、
偶
然
ま
ぎ
れ
こ
ん
だ
事
実
の
記
録
の

貴
重
さ
に
よ
っ
て
、
文
学
的
価
値
を
認
め
た
い
と
主
張
し
て
い
る
。

一
匹
狼
と
家
畜
の
生
き
か
た

こ
の
章
で
は
、
宮
本
武
蔵
の
「
五
輪
書
」
と
「
武
道
初
心
集
」
、

「
葉
隠
」
の
三
つ
の
武
道
書
を
と
り
あ
げ
て
い
る
。

「
五
輪
書
」
は
武
蔵
が
晩
年
の
寛
永
二
十
年
三
六
四
一
二
〉
に
真

剣
勝
負
で
鍛
錬
さ
れ
た
剣
術
の
極
意
を
書
き
と
め
た
も
の
で
あ
る
。

熊
本
の
郊
外
岩
戸
山
の
洞
窟
に
こ
も
っ
て
著
わ
し
た
も
の
で
、
地
水

大
風
空
の
五
巻
に
わ
か
れ
て
い
る
。

『
五
輪
書
』
に
お
い
て
わ
が
宮
本
武
蔵
の
思
想
が
い
か
に
自
由

で
の
び
の
び
し
た
合
理
主
義
的
思
考
に
支
え
ら
れ
、
そ
し
て
強
靭
司

で
、
し
ば
し
ば
雄
勤
と
ま
で
い
え
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
屈
伸
性

に
と
み
明
快
透
明
で
速
度
の
あ
る
文
体
と
し
て
表
現
さ
れ
て
い
る

か
、
を
な
が
め
た
い
だ
け
で
あ
る
。

と
著
者
は
い
っ
て
い
て
、
こ
こ
に
『
五
輪
書
』
が
文
学
と
し
て
取
り

上
げ
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
理
由
が
あ
る
と
し
て
い
る
。

「
武
道
初
心
集
」
は
大
道
寺
友
山
の
著
で
、
武
士
の
奉
公
の
心
が

け
を
説
い
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
文
体
は
一
見
整
然
と
し
て
力
強
く

い
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
が
、
分
析
し
て
み
る
と
、
よ
そ
ゆ
き

岡
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の
形
式
ば
っ
た
文
体
に
す
ぎ
ず
、
読
者
の
魂
に
呼
び
か
け
る
強
い
説

得
力
な
ど
少
し
も
な
い
と
著
者
は
批
評
し
て
い
る
。

コ
莱
翠
」
は
一
名
「
葉
濯
論
語
」
と
い
わ
れ
、
佐
賀
藩
土
山
本
常

朝
の
口
述
を
田
代
陣
基
が
筆
録
し
た
も
の
で
あ
る
o

藩
主
に
仕
え
よ

う
と
す
る
偏
狭
な
ま
で
に
一
設
な
忠
誠
心
を
書
き
し
る
し
た
も
の
で

あ
る
が
、
そ
れ
に
対
し
て
著
者
は
つ
番
犬
の
一
途
さ
が
か
え
っ
て
小

気
味
よ
さ
ー
ゼ
感
じ
さ
せ
る
」
と
い
っ
て
い
る
。

以
上
三
つ
の
草
学
書
を
通
し
て
、
著
者
は
そ
の
内
客
で
あ
る
精
神

を
も
考
察
し
て
い
る
が
、
と
く
に
そ
の
表
現
の
中
に
お
い
て
文
学
的

可
能
性
を
日
見
出
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

宜
伝
煽
動
文
の
漠
範

こ
の
阜
で
は
蓮
如
上
人
の
「
御
文
章
L

を
と
り
あ
け
で
、
こ
れ
は

宣
伝
煽
到
の
模
範
又
と
し
て
、
そ
の
文
の
特
質
を
論
じ
て
い
る
o

そ

の
論
法
は
全
く
痛
快
で
あ
る
。
信
者
か
ら
見
れ
ば
尊
い
文
も
文
学
と

い
う
立
場
か
ら
み
る
と
煽
動
文
、
宣
伝
文
、
政
治
家
の
文
体
で
あ
る

と
い
う
の
で
あ
る
。

N 

詩
型
変
革
の
可
能
性
と
そ
の
碩
廃

と
の
章
で
は
中
佐
歌
せ
↓
川
の
「
宴
曲
」

集
L

「
狂
一
二
一
同
小
歌
集
し

論
じ
て
い
る
。

v 

「
松
の
葉
」

「
閑
吟
集
」
つ
隆
一
達
小
歌

「
田
植
草
紙
」
を
と
り
あ
け
で

そ
れ
ら
の
中
で
、

「
関
吟
集
」
に
見
ら
れ
る
持
情
性
や
官
能
的
な

愛
欲
表
現
に
よ
っ
て
、
中
川
区
の
民
衆
の
解
放
の
よ
ろ
こ
び
の
表
現
を

知
る
こ
と
が
で
き
る
と
し
て
、
そ
こ
に
文
学
的
価
値
を
見
出
し
て
い

る
o

ま
た
そ
の
官
能
に
生
き
る
生
活
の
背
後
に
は
、
死
と
不
安
に
満

ち
た
戦
乱
の
世
界
の
ひ
ろ
が
り
を
も
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た

一
面
、
虚
無
感
に
よ
っ
て
、
一
層
肉
体
的
享
楽
に
陶
酔
し
よ
う
と
す

る
欲
求
が
一
段
と
強
め
ら
れ
よ
う
と
す
る
歌
も
見
出
し
う
る
と
し
て

い
る
。「

閑
吟
集
」
の
可
能
性
は
、
可
能
性
の
ま
ま
で
埋
れ
ざ
る
を
え
な

か
っ
た
o

た
だ
、
そ
の
も
っ
て
い
る
エ
ロ
テ
イ
シ
ズ
ム
と
リ
リ
シ

ズ
ム
と
は
、
芭
蕉
の
俳
譜
に
お
け
る
恋
の
句
に
伝
わ
っ
て
い
る
o

と
著
者
は
見
て
い
る
。

下
組
上
的
社
会
の
か
た
み

こ
の
章
で
は
狂
言
の
文
章
を
と
り
あ
げ
て
論
じ
て
い
る
。
狂
言
の

交
章
を
論
じ
る
前
に
「
謡
曲
は
文
学
に
あ
ら
ず
」
と
い
う
一
段
を
書

-62ー

VI 
i
r」
、

e
k
d
O

L
v
し
、
〈

も
と
も
と
謡
曲
と
い
う
も
の
は
、
猿
楽
能
と
い
う
歌
舞
劇
の
台
本

な
ら
ま
だ
し
も
、
声
楽
部
分
の
詞
章
で
あ
っ
て
、
舞
踊
や
音
楽
や

し
ぐ
さ
と
一
体
と
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
一
つ
の
ま
っ
た

き
芸
術
的
イ
メ
ー
ジ
を
つ
く
り
だ
し
う
る
に
す
ぎ
な
い
。
謡
曲
の

詞
章
そ
れ
じ
し
ん
は
、
宴
曲
そ
っ
く
り
の
死
ん
だ
文
体
か
ら
成
立

っ
て
い
る
ば
か
り
で
な
く
、
そ
の
文
章
は
、
非
文
法
的
非
論
理
的

で
、
語
句
の
出
血
〈
や
故
事
来
歴
に
つ
い
て
の
お
び
た
だ
し
い
注
釈

な
し
に
は
理
解
で
き
な
い
。
そ
の
よ
う
に
文
学
以
外
の
諸
要
素
の



援
助
な
く
し
て
は
完
結
し
え
な
い
文
章
は
、
文
学
と
は
い
え
な
小

は
ず
だ
。
と
こ
ろ
が
そ
の
非
文
学
が
何
か
高
級
な
文
学
み

t
川
に

丁
重
に
説
か
れ
て
い
る
の
は
、
ち
ょ
っ
と
ふ
し
ぎ
な
光
景
ゼ
。
ミ

こ
の
論
断
に
は
い
ろ
い
ろ
と
反
論
も
あ
る
こ
と
で
あ
ろ
う
o
L
十

L
痛
快
な
論
証
で
あ
る
。
こ
の
謡
曲
に
反
し
て
、
狂
言
の
文
学
的
価

値
を
高
く
評
価
し
て
い
る
。

刊
没
落
貴
族
の
見
果
て
ぬ
夢

「
秩
月
物
語
L

「
白
ぎ
く
さ
ら
し
し
「
熊
野
の
本
地
L

mm

中
世
の
鈍
い
照
り
か
え
し

コ
二
人
法
師
L

「
あ
き
み
ち
」
「
一
寸
法
師
L

「
物
く
さ
太

郎
」
「
文
正
さ
う
し
」

wu

町
衆
の
未
熟
と
御
伽
草
子
の
運
命

「
さ
さ
や
き
竹
」
「
乳
母
の
草
子
L

O

お
伽
話
と
記
録
の
世
界

制
限
枚
数
を
こ
え
て

t
ま
っ
た
の
で
、
刊
以
下
は
見
出
し
だ
け
に

ιど
め
た
が
、
御
伽
草
子
な
ど
の
特
質
論
を
通
じ
て
、
江
戸
時
代
に

お
い
て
西
齢
、
近
松
な
ど
の
作
品
に
お
い
て
開
花
す
る
に
い
た
る
ま

で
の
文
学
的
可
能
性
の
芽
生
え
を
、
そ
こ
に
認
め
よ
う
と
し
て
い
る

の
で
島
る
。

要
す
る
に
、
著
者
は
、
室
町
末
期
か
ら
江
戸
初
期
に
至
る
聞
に
生

ま
れ
た
文
学
で
、
今
ま
で
あ
ま
り
と
り
あ
げ
ら
れ
な
か
っ
た
作
品
に

注
目
し
、
戦
国
乱
世
の
中
に
お
い
て
も
、
文
学
を
自
由
に
扱
！
、
た
げ

の
文
化
的
蓄
積
を
も
っ
て
い
な
か
っ
た
名
主
や
下
人
、
あ
る
し

i

り
首

是主

人
の
聞
に
お
い
て
、
文
学
が
つ
く
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
指
摘
し
、
そ

こ
に
女
学
性
の
芽
生
え
を
見
出
そ
う
と
じ
て
い
る
の
で
あ
る
o

終
り
に
、
著
者
の
文
学
に
対
す
る
概
念
が
問
題
と
な
る
、
が
、
余
白

が
な
い
の
で
、
残
さ
れ
た
問
題
と
し
て
、
本
文
を
読
ん
で
各
自
に
お

い
て
考
察
せ
ら
れ
る
よ
う
希
望
し
て
お
く
。（

昭
和
四
十
年
七
月
二
日
）

一五
O
円）

ハ
岩
波
新
書

二
三
二
頁

あ
る
女
の
生
涯

崎

藤

村

ー

ー五
郎
丸

静

子

こ
の
作
口
聞
を
続
み
終
る
時
、
藤
村
の
他
の
作
品
に
み
ら
れ
な
い
深

い
感
動
を
ひ
し
ひ
し
と
感
じ
さ
せ
ら
れ
る
o
短
編
で
も
あ
る
が
、
読

者
を
し
て
一
気
に
説
ま
ず
に
は
お
か
な
い
何
も
の
か
を
も
っ
て
い

る
。
そ
れ
ほ
ど
女
と
し
て
の
あ
わ
れ
さ
、
宿
命
の
悲
し
さ
を
切
々
と

し
て
訴
え
る
も
の
は
な
い
。

こ
の
主
人
公
小
山
げ
ん
は
、
亡
く
な
っ
た
長
姉
で
、
木
曽
の
菜
種

問
屋
に
嫁
L
K
高
瀬
園
子
の
暗
構
惨
な
不
幸
な
後
半
世
を
書
き
つ
づ
っ

た
も
の
で
あ
ふ
o

こ
の
姉
は
「
家
L

で
は
橋
本
程
と
し
て
旧
家
の
切

:-63 -


