
件

の
多

い
春
だ

っ
た
。
思

い
も
寄

ら
な
い
こ
と
に
、
思

い
が
け
な
い

災
難
は
か
え

っ
て
習
慣
化
し
た
嘘
や
逃
げ
口
上
を
処
罰
し
、
汚
職
高

官
を

一
掃

し
た
。

こ
れ
は
共
産
党

が
政
権
を
握

っ
て
以
来
な
か

っ
た

措
置
で
、

こ
れ
よ
り
前
に
は
往
々
に
し
て
路
線
闘
争
が
あ

っ
た
と
き

だ
け
免
職

が
な
さ
れ
、
高
官
と
な

っ
た
失
脚
者
が
時
に
は
ま
た
違
う

と
こ
ろ
で
抜
擢
さ
れ
る
と
い
う
情
況
も
出
現
し
た
。
こ
の
果
敢
な
決

定

は
民
衆

の
全
面
的
な
支
持
を
勝
ち
取
り
、
共
産
党
に
対
す
る
信
頼

を
増
し
た
。
人
々
は
こ
れ
を
契
機
と
し
て
政
治
の
民
主
化

の
進
展
が

加
速
す
る
よ
う
に
、
首
を
長
く
し
て
待
ち
望
ん
で
い
る
。

こ
れ
ま

で
い
か
な
る
進
言
で
も
達
成

で
き
な

か
っ
た
も
の
が
、
意

外
に
も
天
災
に
よ

っ
て
促
進
さ
れ
、

こ
の
た
め
に
高

い
代
価
を
支
払

う
こ
と
に
な

っ
た
。

こ
れ
は
余
儀
な
く
さ
れ
た
選
択
で
あ

っ
た
。
し

か
し
李
先
生
が
倦
ま
ず
弛
ま
ず
求
め
た
の
は
、
主
動
性
を
発
揮
し
て
、

最
小
の
代
価

で
、

一
歩

一
歩
体
制
内
部
か
ら
、
憲
政
を
実
現
す
る
と

い
う
理
想
で
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
か
。

幕
を
閉
じ
る
こ
の
時
が
、
ど
う
し
て
序
幕

の
開
幕

で
な
い
こ
と
が

あ
ろ
う
か
。

(邦
訳

六
鹿
桂
子
)

◎
追
悼

李
慎
之

李
慎
之
先
生
を
訪
ね
帰
り
、
そ
の
急
逝
を
知

る

「文
官

は
直
諌

に
死
し
、
軍
人
は
戦
争

に
死
す
」
。
中
国
の
専
制

の

歴
史
の
中

で
、
と
り
わ
け
暗
君
ら
の
暴
虐
政
治

の
時
期

に
お
い
て
は
、

無
数
の
無
念

の
死
を
遂
げ
た
忠
誠
心
あ
ふ
れ
る
烈
士
が
出

て
、
人
々

に
敬
慕
さ
れ
た
。
そ
の
中
の
何
人
か
は

「果
て
し
な
く
大
き

い
皇
帝

の
御
恩
」

を
受
け
た
り
、
あ
る
い
は
偶
然
に
思
い
が
け
な
い
幸
運
に

張

琢

あ

っ
た
り
し
て
、
屈
し
て
も
死
な
ず
、
尚
ま
だ
憤
り
を
述
べ
る
気
概

が
あ
れ
ば
、
人
の
心
を
揺
さ
ぶ
る
絶
唱
を
残
し
た

「屈
原
放
た

れ
、
乃
ち
離
騒
を
賦
す
」
(屈
原
は
戦
国
時
代
楚
国

の
王
族
。
諜
言
に

よ

っ
て
追
放
さ
れ
た
1
訳
注
)。

中
国
共
産
党

の
歴
史
か
ら
み
る
と
、
残
酷

な
党
内
闘
争

の
中
で
、
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毛
主
席

の
お
蔭
で
ー

そ
の
お
蔭

で
人

の
頭
は

ニ
ラ
と
は
違
う
こ
と
、

ニ
ラ

は
切

っ
て
も

生

え

て
く

る

が

、

人

の
頭

は

切

っ
て

し

ま

う

と

も

う
生
え
て

こ
な
い
と
い
う
こ
と
が
分
か

っ
た
ー

「間
違

い
を
犯
し

た
」
人
々
、
た
と
え
ば

「右
派
分
子
」
「右
傾
日
和
見
主
義
分
子
」
「反

党
分
子
」

の
人
々
に
対
し
て
、

一
般
的
に
は

「
一
人
も
殺
さ
ず
、
大

部
分
を
勾
留
し
な
い
」
と
い
う

「寛
容
政
策
」
を
採

っ
て
、
命
を
と

ど
め
さ
せ
、
労
働
に
あ
た
ら
せ
、
同
時
に
生
き
た
家
畜
と
し
て
留
め

置

い
た
。
そ

の
中
に
は
、
様
々
な
苦
難
や
官
職
・俸
禄

の
誘
惑

は
あ

っ

た
も
の
の
、
当
初
革
命
に
参
加
し
入
党
し
た
時

に
持

っ
て
い
た
民
族

の
た
め
に
、
社
会
を
解
放
し
自
由
と
民
主
を
実
現
す
る
と
い
う
理
想

を
堅
持
し

て
捨

て
な
い
志
士
た
ち
は
、
機
会
さ
え
あ
れ
ば
、
自
ら

の

心
身
を
躁
躍
さ
れ
た
過
程
と
感
慨
と
を
吐
き
出
し
て
、
新
た
な
叫
び

を
発
し
、
社
会

の
進
歩
を
引
き
続
き
推
進
し
た
。
こ
の
よ
う
な
人
は

「革
命
」
の
煉
獄
の
中
で
現
代

の
屈
原
と
な

っ
た
。
我
々
が
お
別
れ
し

た
ば
か
り

の
李
慎
之
先
生
は
ま
さ
に
そ
の
中

の
お

一
人

で
あ
る
。
彼

の
『風
雨
蒼
黄
五
十
年
ー

国
慶
節
の
夜
の
独
り
言
』
は
現
代
の
『哀

郵
』
(屈
原

が
追
放
さ
れ
て
九
年
後
、
郵
都
を
思

っ
て
作

っ
た
作
品
-

訳
注
)

で
あ
る
。

李
慎
之

先
生

の

一
生

に
お
け
る
中
国
共
産
党
と
中
国
社
会

に
対
す

る
貢
献
を
見
る
に
、
私

は
主
に
三
点
あ
る
と
考
え
る
。
時
間
を
お
っ

て
配
列
す

る
。

一
、
前

後
長
期
間
に
わ
た
っ
て
新
華
社

の

『参
考
消
息
』
の
編
集

活
動
を
担

当
し
、
毛
沢
東
を
ト
ッ
プ
と
す
る
共
産
党
高
級
幹
部
の
た

め
に

「
一
日
三

『参
』
」
の
中
国
国
外

の
ニ
ュ
ー
ス
を
提
供
し
た
。
彼

は
こ
の
た
め
に
責
め
を
受
け
た

「内
部
参
考
資
料
を
利
用
し
て

中
央
に
影
響
す
る
こ
と
を
企

て
た
」
こ
と
が
第

一
番

の
罪
状
と
な
り
、

「ブ
ル
ジ

ョ
ア
右
派
分
子
」
と
し
て
叩
か
れ
た
け
れ
ど
も
、
そ
の
反

面
、

こ
こ
に
は
そ
の
仕
事

の
成
果
が
垣
間
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
当

時
こ
の
資
料
は
高
級
幹
部
し
か
見
る
こ
と
は

で
き
な
か

っ
た
が
、
実

は
客
観
的
に
は
す
で
に
潜
在
意
識

の
面
で
新
た
な
啓
蒙

の
無
自
覚
な

始
ま
り
で
あ

っ
た
。

一
九
五
七
年
以
後
、
『参
考
消
息
』
は
も
と

の
刊
行
物
を
基
礎
に
新

聞
紙
型
簡
易
版

に
編
集
さ
れ
、
次
第

に
発
行
部
数
を
拡
大
し
、

一
般

の
幹
部
や
大
学
生
も
皆
読
む
機
会
を
得
た
。
刊
行
さ
れ
た
文
章
は
当

然
す
べ
て
厳
格
に
ふ
る
い
に
か
け
ら
れ
た
が
、
多
く
の
も
の
は
海
外

メ
デ
ィ
ア
の
中
国
の
積
極
的
な
面
に
対
す
る
反
応
や
あ
る
い
は

「外

向
け
に
話
を
し
な
が
ら
国
内
向
け
に
聞
か
せ
る
」
毛
沢
東
な
ど
中
国

の
指
導
者

の
外
国

の
客
人

に
対
す
る
談
話

の
類

で
あ

る
。
し
か
し

ニ
ュ
ー
ス
が
缶
詰
よ
り
厳
格
に
封
を
さ
れ
た
厳

し
い
時
代
に
あ

っ
て

は
、
こ
れ
は
す
で
に
毛
沢
東
が
堅
持
し
続
け
た
網

の

一
方
を
開
け
て

お
く
と
い
う
徳
政
に
数
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
読
者
は
時

に
は
行

間
か
ら
編
集
者
が
意
図
し
て

(毛
が
特
別
な
意
味
を
込
め
る
こ
と
を

経

て
)
あ
る

い
は
無
意
識
に
漏
ら
し
た
重
要
な

ニ
ュ
ー
ス
や
中
国
上

層
部
の
政
治
の
内
幕

の
か
す
か
な
手
が
か
り
が
窺
え
た
。
毛
沢
東
の

城

は
極
め
て
深
く
、

一
部

の
意
図
は
数
年
、
は
な
は
だ
し
い
も
の
で

は
数
十
年
も
隠
し
て
お
く
こ
と
が
で
き
た
が
、
時
に
は
彼
は
ま
た
極
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め
て
率
直

で
も
あ

っ
た
。

一
九
六
〇
年
代
半
ば
の
あ
る
日

(具
体
的

な
日
付
は
も
う
正
確

に
は
覚
え

て
い
な
い
)
の

『参
考
消
息
』
だ

っ

た
と
記
憶

し
て
い
る
が
、
毛
沢
東
が
フ
ラ
ン
ス
の

『
フ
ィ
ガ

ロ
紙
』

主
筆
と
接

見
し
た
時
の
率
直
な
言
葉
が
載

っ
て
い
た
。
「私
は
康
煕
帝

で
あ
り
、
雍
正
帝
で
あ
り
、
乾
隆
帝
で
あ
る
。
私
は
ル
イ

一
四
世
で

あ
り
、

ル
イ

一
五
世
で
あ
り
、

ル
イ

一
六
世
で
あ
る
」
。

「文
革
」
時
期
に

「五
・七
」
幹
部
学
校
の
あ
の
世
間
と
隔
絶
し
た

環
境

の
中

で
、
私
た
ち

「幹
部
学
校
」

の
学
員
も
ま
さ
に

『参
考
消

息
』
か
ら
漏
れ
出
た
話

の

一
つ
、
毛
沢
東
が
天
安
門

の
楼
閣

で
エ
ド

ガ
ー

・
ス
ノ
ー
と
接
見
し
た
際

に

「"
四

つ
の
偉
大
"
は
嫌

い
だ
」

("
四

つ
の
偉
大
"
と
は
す
な
わ
ち
林
彪
が

『毛
主
席
語
録
』

の
中
で

提
起
し
て
い
た
毛
に
対
す
る
敬
称
を
集
大
成
し
た
も

の
で
、
"偉
大
な

る
リ
ー
ダ
ー
、
偉
大
な
る
指
導
者
、
偉
大
な
る
統
率
者
、
偉
大
な
る

舵
取
り
"

で
あ
る
)
と
述

べ
た
と
い
う
話
か
ら
党
内
闘
争

の
表
面
化

と
別
の
政
治
的
大
地
震

の
お
と
ず
れ
を
推
測
し
え
た
の
で
あ
る
。
当

時
の

『参
考
消
息
』
は
す
で
に
毛
沢
東
が
国
外
の
ニ
ュ
ー
ス
を
利
用

し
て
、
娩
曲
に
幹
部
や
知
識
人
に
あ
る
種
の
政
治
的
暗
示
と
動
向
を

示
す
独
特

な
道
具
と
な

っ
て
い
た
。

上
述
の
二
例
は
、
ど
ち
ら
も
李
慎
之
先
生
が
新
華
社
在
任
期
間
に

あ

っ
た
こ
と
で
は
な
い
1

彼
は
こ
の
時
す
で
に
右
派
分
子
と
し
て
、

下
放
さ
れ
、
労
働
に
か
り
出
さ
れ
て
い
た
か
ら
だ
。
し
か
し
彼
の
在

任
期
間

の
苦
労
は
、
『参
考
消
息
』
そ
の
も
の
の
特
殊
な
機
能
と

一
脈

あ

い
通
じ
る
も
の
だ

っ
た
。
改
革
開
放
か
ら
二
五
年
後

の
今
日
、
中

国
国
内

に
お
い
て
は
報
道

の
自
由

に
な
お
も
制
限
が
あ
る
も
の
の
、

海
外

の
中
国
人
は
各
種

の
情
報
ル
ー
ト
を
得
て
お
り
、
も
は
や
気
に

か
け
る
暇
が
な

い
ほ
ど
多
量
化
し
て
い
る
。
し
か
し
多
く
の
人
は
依

然
と
し
て

『参
考
消
息
』
を
偏
愛
し
て
い
る
。
私
個
人
に

つ
い
て
言

え
ば
、
日
本

で
教
壇
に
立

っ
て
い
る
が
、
現
在

で
も
北
京

の
す
ま

い
で

『参
考
消
息
』
を
と
っ
て
お
り
、
毎
年
休

み
ま

で
と

っ
て
お
い
て
、
帰

国
し
た
と
き
に
享
受
し
て
い
る
。
昔

「情
報
貧
乏
」

の
苦
し
み
を
長

い
間
飽
き
る
ほ
ど
味
わ

っ
た
中
国
知
識
人

の

『参
考
消
息
』
に
対
す

る
こ
の
よ
う
な
コ
ン
プ

レ
ッ
ク
ス
は
、
「情
報
氾
濫
」
の
時
代
に
生
活

し
て
い
る
今

の
若

い
人
に
は
と
て
も
理
解
し
が
た
い
こ
と
で
あ
ろ
う
。

第
二
点
は
、
私
が
思
う
に
は
最
も
実
際
的

で
最
も
重
要
な
点
で
あ

る
。
改
革
開
放
後
、
李
慎
之
先
生

は
自
分

の
国
際
知
識

の
累
積
を
発

揮
す
る
機
会
を
得

て
、
ポ
ス
ト
毛
沢
東
時
代
の
中
国
の
外
交
路
線
や

政
策

の
立
案
に
貢
献
し
た
。

李
慎
之
先
生

の
言
い
方
に
よ
れ
ば
、
毛
沢
東
時
代

の
外
交
政
策
は

三
つ
の
要
素
に
よ

っ
て
決
定
さ
れ
た
。
ω
イ
デ

オ

ロ
ギ
ー
、
②
民
族

利
益
、
⑧
毛
沢
東
個
人

の
偉
大
な
考
え
。

こ

の
三
要
素

は
徐
々
に
、

ま
た
交
互
に
作
用
す
る
の
で
、
は
っ
き
り
と
分

け
る
こ
と
は
と
て
も

難
し
い
。
総
じ
て
言
え
ば
、
初
期
に
は
イ
デ
オ

ロ
ギ
ー
の
要
素
が
か

な
り
強
く
、
晩
期
に
は
個
人
の
要
素
が
か
な
り
強
い
。
民
族
利
益
の

要
素

は
終
始
貫
徹
し
て
い
た
は
ず
だ
が
、
毛
沢
東
の
時
代
が
終
わ
る

ま
で
ず

っ
と
隠
れ
て
い
て
表

に
出
な
か

っ
た
。

こ
れ
と
比
べ
て
、
鄙

小
平
時
代
は
国
家
の
利
益
が
は
っ
き
り
と
現
れ
、
イ
デ
オ

ロ
ギ
ー
が
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薄
れ
た
時
代
だ

っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る

(李
慎
之

『中
華
人
民

共
和
国
の
外
交
を
語

る
』
二
〇
〇
二
年
、
南
京
)。
こ
の
総
括

は
客
観

的
で
正
確

で
あ
る
。

中
国
外
交
政
策
が
転
換
す
る
過
程
に
お
け
る
李
慎
之
先
生
の
貢
献

は
、
す
な
わ
ち
、
ω

一
九
七
九
年
二
月
郡
小
平
が
訪
米
す
る
時
に
顧

問

の
任
に
あ
た

っ
た
、
②

一
九
八
二
年
当
時

の
中
国
共
産
党
中
央
総

書
記
で
あ
る
胡
耀
邦

の
た
め
に
中
国
共
産
党
第

一
二
回
全
国
代
表
大

会
報
告

「社
会
主
義

の
現
代
化
建
設

の
新
局
面
を
全
面
的
に
切
り
開

く
」

の
国
際
部
分
を
起
草
し
た
、
㈹

一
九
八
四
年

一
月
趙
紫
陽
首
相

が
訪
米
す

る
時

の
特
別
補
佐

の
任
に
あ
た

っ
た
こ
と
で
あ
る
。
郡

・

胡

・
趙
が
中
国
共
産
党
第

一
二
回
全
国
代
表
大
会
後
形
成
し
た

「三

頭
立
て
の
馬
車
」

の
た
め
に
、
李
慎
之
は
彼

の
当
時
の
特
殊
な
身
分

を
利
用
し
、
自
分

の
国
際
知
識
で
中
米
関
係
の
転
換
、
と
り
わ
け
中

国
共
産
党

の
外
交
政
策

の
転
換
に
重
要
な
役
割
を
果
た
し
た
。
彼
が

起
草
に
参
加
し
た
中
国
共
産
党
第

一
二
回
全
国
代
表
大
会
報
告
は
、

中
国
共
産
党

の
歴
史
上
、
中
国
外
交
の
本
来

の
出
発
点

は
中
国

の
「国

家
利
益
」

で
あ
り
、
も
は
や
プ

ロ
レ
タ
リ
ア
世
界
革
命

の
国
際
主
義

を
声
高
に
唱
え
ず
、

い
か
な
る
大
国
と
も
連
盟
を
結
ば
ず
、
独
立
自

主
の
外
交
政
策
を
実
行
す
る
こ
と
を
明
確

に
打
ち
出
し
た
。

第
三
点

は
、
彼
は
自
分
が
中
国
共
産
党

に
加
入
し
て
半
世
紀
あ
ま

り
の
心
の
歩
み
に
対
し

て
、
誠
実
に
反
省
し
、
多
く

の
文
章
や
談
話

を
発
表
し
、
「党
の
文
化
」
に
対
す
る
分
析
を
通
し
て
、
新
た
な
啓
蒙

を
進
め
た
。

こ
れ
ら
は
す
で
に
多
く
の
論
者
が
賞
賛
し
て
お
り
、
多

言
は
要
す
ま
い
。

こ
こ
で
私
個
人

の
感
想
を
少
し
述
べ
た
い
。
李
慎
之
先
生
が
中
国

政
治

の
民
主
化
を
実
現
す
る
た
め
に
、
挫
折
す

れ
ば
す
る
ほ
ど
奮
闘

し
、
長
期

に
わ
た
っ
て
頑
張
り
続
け
た
そ
の
精
神
に
対
し
て
、
心
か

ら
敬
服
す
る
。
し
か
し
わ
ず
か
に
遺
憾
な
点
が
あ
る
。
そ
れ
は
ほ
か

で
も
な
く
そ
の
中
に
深
い
経
済
分
析
と
社
会
分
析
が
欠
け
て
い
る
こ

と

で
、
だ
か
ら
そ
の
観
点
は
偏

っ
て
い
る
と
常

々
感
じ
て
い
る
。
し

か
も
こ
れ
は
ま
さ
に
今
回
の
イ
ン
タ
ビ

ュ
ー
の
中
で
し
ば
し
ば
話
が

及
ん
で
い
た
彼
の
親
友

の
北
京
中
国
共
産
党
内

の
別

の
二
人
の
長
老

干
光
遠
と
李
鋭

の
長
所
な
の
で
あ
る
。
三
人

の
着
眼
点
は
異
な

っ

て
い
る
が
、
目
標
は

一
致
し
て
お
り
、
互

い
に
啓
発
し
あ
い
、
貴
重

な
人
材
が
集
ま

っ
た
こ
と
で
、
互

い
が
ま
す
ま
す
成
長
し
、
党
内
の

民
主
化
と
社
会
の
民
主
化
と

の
よ
い
循
環
を
共

に
促
し
た
。

才
能
あ
る
人
材
が
い
さ
え
す
れ
ば
、
河
は
澱
む
こ
と
な
く
流
れ
続

け
る
。
李
慎
之
先
生
が
残
し
た
願

い
を
、
生
き

て
い
る
人
は
必
ず

一

歩

一
歩
実
現
で
き
る
に
違

い
な

い
。

安
ら
か
に
お
眠
り
く
だ
さ

い
、
李
慎
之
先
輩
。

(二
〇
〇
三
年
七
月

一
日
)

(邦
訳

六
鹿
桂
子
)
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