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○
夏
目
君
の
作
物
は
︑
そ
の
出
た
当
時
読
ん
だ
だ
け
で
︑
ま
だ
纏

め
て
精
読
し
た
こ
と
が
な
い
の
だ
か
ら
︑
全
体
の
評
論
を
下
す
こ

と
は
む
つ
か
し
い
の
で
す
が
︑
当
時
い
ち
ば
ん
面
白
い
と
思
い
︑

今
で
も
い
ち
ば
ん
面
白
い
よ
う
に
思
う
の
は
﹁
草
枕
﹂
で
す
︒﹁
草

枕
﹂
を
小
説
と
見
れ
ば
︑
出
て
く
る
人
物
は
︑
ど
の
人
物
も
ど
の

人
物
も
同
じ
よ
う
な
も
の
で
か
つ
別
に
纏
ま
っ
た
趣
向
も
な
い
よ

う
だ
が
︑
た
だ
読
ん
で
い
る
と
春
の
の
ど
か
な
︑
や
さ
し
い
︑
温

か
な
︑
夢
の
よ
う
な
感
じ

︱
一
種
の
春
の
匂
い
に
身
を
襲
わ
れ
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る
よ
う
な
気
が
す
る
︒
そ
の
気
分
が
い
ち
ば
ん
面
白
く
思
っ
た
ん

で
あ
り
ま
す
︒
そ
の
ほ
か
の
﹁
草
枕
﹂
の
価
値
ま
た
は
面
白
味
に

つ
い
て
は
十
分
言
っ
て
い
る
人
も
あ
る
よ
う
で
す
が
︑
そ
れ
以
外

に
私
の
面
白
い
と
思
っ
た
の
は
沖
澹
の
趣
味
と
い
う
こ
と
を
大
雅

、
、

堂
な
ど
の
絵
に
し
て
論
じ
た
と
こ
ろ
︑
あ
す
こ
が
た
い
へ
ん
に
面

白
か
っ
た
ん
で
す
︒
あ
の
と
こ
ろ
を
見
て
も
夏
目
君
の
美
術
眼
の

勝
れ
た
こ
と
が
分
か
る
の
で
す
︒
こ
れ
が
贋
作
か
真
作
か
な
ど
と

い
う
鑑
識
の
こ
と
は
別
と
し
て
美
術
そ
の
も
の
を
鑑
賞
す
る
こ
と

は
多
く
の
批
評
家
ま
た
は
作
家
な
ど
に
一
頭
地
を
抜
い
て
い
る
と

感
心
し
た
︒
従
来
大
雅
堂
の
絵
な
ど
を
た
だ
飄
逸
だ
と
か
︑
奇
抜
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だ
と
か
い
っ
て
ホ
ン
に
簡
単
な
︑
漠
然
と
し
た
感
じ
の
二
三
句
で

、
、

評
し
去
っ
た
ば
か
り
で
︑
委
し
い
説
明
を
加
え
て
論
じ
た
も
の
は

な
い
︒
こ
の
絵
は
面
白
い
と
は
い
う
け
れ
ど
も
自
分
で
考
え
て
み

て
ど
こ
が
面
白
い
か
と
追
及
し
て
み
れ
ば
分
か
ら
ず
︑
他
人
に
付

和
雷
同
し
て
旨
い
と
は
い
う
け
れ
ど
も
︑
追
求
す
れ
ば
こ
れ
も
ど

こ
が
旨
い
の
か
分
か
ら
な
い
と
い
う
有
様
で
あ
っ
た
︒
と
こ
ろ
が

夏
目
君
が
そ
れ
を
説
明
し
て
︑
な
る
ほ
ど
文
人
画
の
面
白
味
は
こ

こ
に
あ
る
と
い
う
こ
と
を
詳
し
く
説
明
し
得
た
の
は
︑
他
の
批
評

家
が
聞
い
て
も
︑
従
来
自
分
の
い
い
得
な
か
っ
た
も
の
を
い
い
得

た
と
首
肯
く
だ
ろ
う
と
思
う
︒
そ
の
辺
は
私
の
感
服
に
堪
え
な
か

う
な
ず
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っ
た
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
︒

○
﹁
虞
美
人
草
﹂
を
読
ん
で
も
︑
非
常
に
面
白
い
と
感
じ
た
と
こ

ろ
も
多
い
し
ま
た
多
少
遺
憾
に
思
っ
た
こ
と
も
あ
る
が
︑
と
に
か

く
全
体
を
い
え
ば
︑
こ
の
﹁
虞
美
人
草
﹂
は
人
間
を
写
す
と
い
う

よ
り
も
︑ど
う
し
て
も
観
念
を
人
格
化
し
た
よ
う
に
感
じ
ら
れ
て
︑

す
べ
て
の
出
て
い
る
人
間
が
一
本
調
子
の
シ
ン
プ
ル
な
人
間
ば
か

り
で
︑
複
雑
な
性
格
を
具
え
た
も
の
は
見
え
ず
︑
こ
ん
な
人
間
が

今
の
世
界
に
あ
る
か
し
ら
ん
と
い
う
よ
う
な
感
じ
が
す
る
︒
が
そ

の
結
末
の
大
破
綻
な
ど
は
よ
ほ
ど
思
い
切
っ
て
書
い
て
あ
っ
て
︑

近
ご
ろ
あ
れ
だ
け
大
き
な
破
裂
を
写
し
た
も
の
は
あ
ま
り
見
な
い
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の
で
︑
極
め
て
痛
快
に
感
じ
た
︒
が
︑
し
か
し
痛
快
に
感
じ
て
い

る
う
ち
に
も
悲
壮
ま
た
は
荘
厳
と
い
う
と
こ
ろ
を
少
し
く
欠
い
て

い
る
よ
う
に
思
う
︒
こ
れ
は
い
つ
も
の
夏
目
君
一
流
の
調
子
が
つ

い
て
回
っ
て
︑
熱
烈
に
も
の
を
見
る
と
い
う
こ
と
を
や
ら
な
い
の

か
︑
ま
た
は
実
在
か
ら
退
い
て
も
の
を
風
刺
的
に
見
る
と
い
う
の

か
︑
な
に
し
ろ
悲
壮
︑
荘
厳
の
分
子
が
多
少
足
ら
な
い
よ
う
な
感

じ
が
す
る
の
で
す
︒
し
か
し
な
が
ら
長
短
と
も
に
存
し
て
い
る
と

は
い
う
も
の
の
夏
目
君
の
特
色
を
発
揮
し
て
︑
近
ご
ろ
類
を
見
な

い
小
説
と
思
う
︒
こ
と
に
こ
れ
を
見
て
思
い
出
さ
れ
る
の
は
︑
江

戸
時
代
の
曲
亭
馬
琴
で
あ
る
︒
馬
琴
に
比
し
た
ら
夏
目
君
自
身
は



10

あ
る
い
は
不
平
か
も
し
れ
な
い
が
︑
そ
の
観
念
を
人
格
化
す
る
と

い
う
点
︑
そ
れ
か
ら
自
分
だ
け
は
き
わ
め
て
健
全
な
作
物
を
作
っ

て
世
の
中
の
聵
々
者
流
と
は
脈
を
異
に
し
て
︑
ひ
と
り
超
然
と
し

て
立
て
い
る
よ
う
な
点
は
す
こ
ぶ
る
馬
琴
に
似
て
い
る
こ
と
で
あ

ろ
う
と
思
う
︒
時
代
が
違
う
か
ら
し
て
む
ろ
ん
そ
の
人
も
違
う
︒

文
化
文
政
時
代
が
明
治
に
進
ん
だ
ご
と
く
に
︑
そ
の
文
化
文
政
時

代
の
馬
琴
が
明
治
の
夏
目
君
に
進
ん
だ
で
あ
ろ
う
︒
時
代
の
間
の

相
違
は
大
な
る
も
の
で
あ
る
が
︑
そ
の
相
違
を
借
い
て
も
な
お
相

通
う
て
い
る
点
が
多
い
よ
う
に
思
う
︒

○
私
は
夏
目
君
の
作
物
を
熱
心
に
読
ん
で
い
る
一
人
で
あ
る
︒
そ
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の
豊
富
な
る
学
識
を
持
っ
て
い
つ
も
い
つ
も
︑回
は
回
ご
と
に︵
し

か
し
今
度
の
﹁
坑
夫
﹂
の
ご
と
き
は
い
っ
こ
う
感
服
し
な
い
が
︶

人
目
を
新
た
に
せ
ん
と
勉
め
て
お
ら
る
る
の
は
優
に
当
代
第
一
の

作
家
と
し
て
推
重
す
る
に
足
る
こ
と
と
思
う
︒︵
談
話
筆
記
︶

︵
明
治
四
十
一
年
三
月
︑﹁
中
央
公
論
﹂︶
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