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書
作
は
年
一
回
、
夏
の
休
暇
期
間
に
時
間
を
つ
く
っ
て
書
く
。
今
年
は
九
月

一
日
か
ら
三
日
、
午
前
十
時
か
ら
午
後
四
時
ま
で
こ
れ
に
充
て
、
晩
は
の
ん
び

り
過
ご
し
た
。
以
前
は
夜
中
ま
で
書
い
た
が
、
近
年
は
そ
の
気
勢
を
抑
え
て
気

力
を
保
養
す
る
こ
と
に
し
、
今
年
は
さ
ら
に
枚
数
も
多
く
書
か
な
い
と
自
身
に

言
い
聞
か
せ
た
。

　

書
作
に
臨
ん
で
は
、
い
つ
も
逸
る
気
持
ち
を
制
す
る
目
的
と
、
感
興
を
呼
び

覚
ま
す
た
め
に
臨
書
す
る
。
今
年
は
前
日
の
五
時
間
ほ
ど
を
そ
れ
に
充
て
た
。

手
に
し
た
の
は
、
今
年
購
入
し
た
人
民
美
術
出
版
社
新
刊
の
北
京
大
学
出
土
文

献
研
究
所
編
『
北
京
大
学
蔵
秦
代
簡
牘
書
迹
選
粋
』。
同
書
は
臨
書
向
け
に
編

集
さ
れ
た
人
民
美
術
出
土
簡
帛
書
法
芸
術
叢
書
の
一
つ
で
、『
北
京
大
学
蔵
西

漢
竹
簡
書
墨
迹
選
粋
』
の
続
刊
で
あ
る
。
同
叢
書
第
一
冊
の
西
漢
竹
簡
の
方
は
、

原
寸
大
と
拡
大
と
を
カ
ラ
ー
印
刷
し
た
も
の
だ
が
、
撮
影
が
悪
い
の
か
印
刷
過

程
が
わ
る
い
の
か
、
原
寸
大
は
と
も
か
く
拡
大
し
た
方
は
筆
画
に
立
体
感
が
な

く
墨
色
も
短
調
で
臨
書
し
た
い
と
思
わ
な
い
。
し
か
し
秦
代
簡
牘
の
方
は
、
改

善
を
図
っ
た
の
か
、
そ
も
そ
も
撮
影
目
的
が
異
な
っ
て
い
た
の
か
、
原
寸
大
の

カ
ラ
ー
図
版
に
赤
外
線
撮
影
し
た
モ
ノ
ク
ロ
拡
大
を
併
載
し
、
筆
を
執
り
た
い

衝
動
に
駆
ら
れ
る
。

　

最
近
の
一
番
の
興
味
の
対
象
は
秦
隷
な
い
し
前
漢
初
期
の
隷
書
。
と
い
っ
て

も
随
時
筆
を
執
る
こ
と
の
で
き
る
状
況
で
は
な
い
の
で
、
新
刊
が
届
い
た
り
新

着
の
「
文
物
」
誌
な
ど
に
掲
載
さ
れ
る
図
版
を
眺
め
た
り
、
せ
い
ぜ
い
二
、
三

十
字
鉛
筆
で
写
し
た
り
す
る
だ
け
で
あ
る
。
た
だ
唯
一
の
救
い
は
、
オ
ー
プ
ン

カ
レ
ッ
ジ
（
実
技
）
を
受
講
く
だ
さ
っ
て
い
る
方
の
な
か
に
、
虎
渓
山
前
漢
簡

（
二
玄
社
『
簡
牘
名
蹟
選
２
』
収
録
）
な
ど
を
お
持
ち
に
な
る
数
名
が
お
ら
れ
、

定
期
的
に
半
紙
数
枚
を
書
く
機
会
が
持
て
る
こ
と
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
次
第
で
、
三
日
間
に
書
い
た
四
点
は
す
べ
て
、
結
果
的
に
秦
隷

な
い
し
前
漢
隷
を
頭
に
お
い
た
も
の
に
な
っ
た
。
し
か
し
、
ど
れ
も
草
稿
段
階

で
集
字
は
し
て
い
な
い
。
紙
は
す
べ
て
紅
星
牌
棉
料
単
宣
、
墨
は
呉
竹
「
抱

雲
」
の
磨
墨
液
。
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＊

「
容
乃
公
」　

容
る
れ
ば
乃
ち
公
。
全
紙
二
分
の
一
。
筆
は
数
枚
書
い
た
と
こ

ろ
で
、
二
回
り
ほ
ど
大
き
い
邵
芝
巌
製
の
一
一
・
八
×
二
・
二
㎝
の
無
銘
羊
毫

筆
に
替
え
た
。『
老
子
』
第
十
六
章
「
知
常
容
、
容
乃
公
、
公
乃
王
、
王
乃
天
、

天
乃
道
、
道
乃
久
、
没
身
不
殆
。」
か
ら
採
っ
た
。
し
り
取
り
式
に
展
開
す
る

一
段
で
、「
容
」「
公
」
は
韻
を
な
し
、
面
白
い
。「
公
」
へ
の
帰
着
は
傾
聴
さ

せ
る
が
、
そ
の
後
に
「
王
」
の
条
件
に
発
展
す
る
の
は
興
ざ
め
な
の
で
、「
公
」

ま
で
に
留
め
た
い
と
思
っ
た
。「
容
乃
公
」
の
三
字
は
、
今
次
数
か
月
前
か
ら

通
勤
時
な
ど
で
読
書
し
て
こ
と
ば
を
探
索
し
た
と
き
に
目
に
留
ま
っ
た
。
そ
の

と
き
平
成
四
年
こ
ろ
に
ノ
ー
ト
に
採
り
正
方
形
に
構
成
す
る
ラ
フ
書
き
を
し
た

記
憶
が
よ
み
が
え
っ
た
。
当
時
、
念
頭
に
置
い
た
の
は
漢
簡
だ
っ
た
が
、
今
次

の
構
成
と
基
本
的
に
は
変
わ
ら
な
い
。
当
時
は
と
て
も
仕
上
げ
る
自
信
が
な
く
、

挑
戦
し
た
こ
と
は
一
度
も
な
か
っ
た
。
今
次
も
正
方
形
の
紙
形
を
予
備
の
一
つ

に
用
意
し
て
は
い
た
も
の
の
、
こ
の
三
字
を
積
極
的
に
書
こ
う
と
は
思
わ
な
か

っ
た
。
し
か
し
、
ふ
と
気
分
転
換
に
一
枚
書
い
て
み
て
、
気
持
ち
が
乗
っ
た
。

　

書
き
出
し
た
当
初
は
、筆
を
も
う
少
し
動
か
し
て
い
た
。
そ
の
気
配
は
「
乃
」

に
残
っ
て
い
る
。
平
成
四
年
こ
ろ
念
頭
に
置
い
て
い
た
漢
簡
が
ふ
と
顔
を
出
し

た
の
か
も
し
れ
な
い
。
今
次
と
く
に
秦
隷
に
拠
ろ
う
と
意
図
し
た
わ
け
で
は
な

い
が
、
な
ん
と
な
く
漢
簡
の
匂
い
が
付
く
こ
と
が
嫌
に
思
え
て
、
抑
揚
を
控
え

よ
う
と
努
め
た
。
そ
の
意
味
で
は
「
乃
」
の
末
筆
の
運
動
に
や
や
不
満
が
な
い

わ
け
で
は
な
い
が
、
そ
の
後
に
書
い
た
数
枚
よ
り
も
明
る
い
し
、
秦
隷
の
倣
書

が
目
的
で
は
な
い
の
だ
か
ら
と
思
い
直
し
て
、
こ
れ
を
残
す
こ
と
に
し
た
。

「
尊
聞
」　

聞
く
を
尊
ぶ　

全
紙
三
分
の
一
。
筆
は
仿
古
堂
製
と
聞
く
宿
浄
羊

毫
九
×
一
・
八
㎝
の
無
銘
筆
。
旧
知
の
百
扇
堂
主
人
か
ら
随
分
む
か
し
に
購
入

し
た
も
の
で
あ
る
。
曾
子
の
君
子
論
の
ひ
と
つ
「
君
子
尊
其
所
聞
、
則
高
明
矣
。

行
其
所
聞
、
則
広
大
矣
。
高
明
広
大
、
不
在
於
他
、
在
加
之
志
而
已
矣
。」
か

ら
採
っ
た
。『
大
戴
礼
記
』
曾
子
疾
病
に
録
さ
れ
、『
前
漢
書
』
董
仲
舒
伝
に
も

引
用
さ
れ
る
。

　

こ
れ
も
予
備
の
つ
も
り
で
い
た
も
の
だ
が
、
最
初
に
な
ん
と
な
く
こ
の
ラ
フ

書
き
を
手
に
し
た
。
さ
し
た
る
苦
労
も
な
く
書
け
る
の
で
は
な
い
か
、
そ
う
思

っ
た
か
ら
だ
が
、
今
次
の
四
件
の
な
か
で
一
番
苦
労
し
た
。
草
稿
の
門
構
え
は

選
ん
だ
一
枚
と
大
差
な
い
が
、
書
き
出
し
た
当
初
は
筆
を
盛
ん
に
動
か
し
て
で

き
る
渇
筆
の
面
白
さ
に
走
っ
て
し
ま
い
、
そ
の
非
に
気
付
け
な
い
ま
ま
十
枚
ほ

ど
書
い
た
。
非
を
覚
っ
て
か
ら
も
、
十
年
ほ
ど
前
に
「
多
聞
」
を
書
い
た
と
き

の
手
の
記
憶
を
払
拭
で
き
そ
う
に
な
い
の
で
、
翌
朝
改
め
て
書
く
こ
と
に
し
た
。

残
し
た
の
は
前
日
の
非
を
幾
分
正
せ
た
際
の
一
枚
で
あ
る
。
そ
の
後
に
も
五
、

六
枚
書
き
、
漸
く
運
動
は
鎮
静
化
し
た
が
、
そ
れ
ら
は
逆
に
硬
く
映
る
の
と

初
々
し
さ
も
消
え
た
の
で
、
残
さ
な
か
っ
た
。

「
久
視
」　

半
切
八
分
の
一
。
筆
は
善
璉
湖
製
の
羊
毫
筆
「
滄
海　

大
」。

『
老
子
』
第
五
十
九
章
「
有
国
之
母
、
可
以
長
久
。
是
謂
根
深
固
蒂
、
長
生
久
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視
之
道
。」
か
ら
採
っ
た
。「
久
視
」
の
視
は
活
（
荘
子
高
誘
注
）
で
あ
る
か
ら
、

「
長
生
」
と
同
義
で
長
生
き
の
意
。「
長
生
久
視
」
は
『
荀
子
』『
呂
氏
春
秋
』

に
も
見
え
る
戦
国
期
の
通
行
語
で
あ
る
の
で
、「
長
生
久
視
」
の
四
字
で
も
よ

か
っ
た
が
、「
長
生
」
二
字
は
生
で
面
白
く
な
い
。
ま
た
、「
長
生
」
を
省
く
と

「
久
視
」
は
長
く
じ
っ
と
注
視
す
る
意
に
も
見
え
る
。
そ
の
面
白
さ
が
興
を
後

押
し
し
た
。
こ
れ
も
最
初
に
選
ん
だ
こ
と
ば
で
は
な
い
。
当
初
は
学
生
に
贈
り

た
い
こ
と
ば
を
数
件
用
意
し
て
い
て
、
数
枚
ず
つ
試
み
た
が
、
筆
を
措
く
ま
で

の
残
り
時
間
が
二
時
間
に
な
っ
て
い
た
の
で
、
仕
上
が
り
が
予
測
で
き
そ
う
な

こ
れ
に
切
り
替
え
た
。
今
わ
た
し
は
草
稿
を
念
入
り
に
作
ら
な
い
。
大
学
生
の

こ
ろ
草
稿
を
作
る
も
の
だ
と
教
わ
っ
て
、
念
入
り
に
作
ろ
う
と
し
た
時
期
が
あ

る
が
、
ど
れ
も
念
を
入
れ
た
も
の
ほ
ど
う
ま
く
い
か
な
か
っ
た
。
筆
を
執
っ
た

際
に
草
稿
時
の
計
画
に
縛
ら
れ
て
気
持
ち
が
解
放
さ
れ
な
い
か
ら
だ
ろ
う
と
思

う
。
と
に
か
く
性
に
合
わ
な
い
と
思
う
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
は
、
大
抵
は
落
書

き
程
度
の
ラ
フ
書
き
で
気
持
ち
が
乗
る
か
ど
う
か
、
迷
い
が
な
い
か
を
測
る
だ

け
で
あ
る
。「
久
視
」
は
と
く
に
手
間
を
か
け
な
か
っ
た
。
縦
書
と
横
書
を
そ

れ
ぞ
れ
一
度
鉛
筆
で
落
書
き
し
た
だ
け
で
い
け
る
と
思
っ
た
。
筆
を
執
っ
て
も

何
ひ
と
つ
悩
ま
ず
に
気
持
ち
よ
く
書
け
た
。
見
部
の
足
の
起
筆
位
置
を
目
の
右

下
角
に
ず
ら
す
こ
と
で
現
れ
る
愛
ら
し
い
表
情
は
、
臨
書
を
通
じ
て
覚
え
た
も

の
で
あ
る
。

「
復
朴
」　

朴
に
復
る
。
半
切
八
分
の
一
。
筆
は
「
久
視
」
同
様
、
善
璉
湖
製

の
羊
毫
筆
「
滄
海　

大
」。『
荘
子
』
内
篇
応
帝
王
の
「
彫
琢
復
朴
」
か
ら
採
っ

た
。
本
学
で
担
当
し
て
い
る
「
書
論
講
読
」
の
授
業
の
私
製
テ
キ
ス
ト
に
、

「
彫
琢
復
朴
」
を
踏
ま
え
た
書
論
も
講
義
を
し
て
い
て
、
ふ
と
書
い
て
み
よ
う

と
思
い
つ
い
た
。
こ
れ
も
い
ま
草
稿
ノ
ー
ト
を
見
て
み
る
と
、
鉛
筆
で
横
書
を

数
回
ラ
フ
書
き
し
て
終
え
て
あ
る
が
、
そ
の
隅
に
復
字
だ
け
を
七
回
あ
れ
こ
れ

体
を
変
え
て
書
い
て
あ
る
。
全
て
秦
か
ら
前
漢
初
期
を
念
頭
に
お
い
た
も
の
で

あ
る
。
木
偏
の
縦
画
だ
け
に
は
篆
書
色
を
濃
厚
に
残
す
こ
と
だ
け
は
決
め
て
臨

ん
だ
が
、
一
二
枚
書
い
て
か
ら
、
朴
の
縦
画
二
本
を
ど
う
し
た
も
の
か
と
思
い

だ
し
た
。
草
稿
で
は
長
さ
を
揃
え
て
あ
っ
た
が
、
変
え
る
こ
と
に
し
、
そ
の
他

は
そ
の
時
々
に
任
せ
た
。

＊

「
久
視
」「
復
朴
」
ほ
ど
の
小
品
な
ら
、
筆
画
を
簡
素
に
と
の
思
い
は
貫
け
る

が
、「
尊
聞
」
や
「
容
乃
公
」
ほ
ど
に
な
る
と
、
紙
面
に
変
化
を
求
め
た
く
な

る
の
か
、
思
い
に
反
し
て
呼
吸
の
変
化
が
増
幅
し
て
現
れ
、
簡
素
で
敦
厚
の
風

趣
か
ら
遠
ざ
か
っ
て
し
ま
う
。
む
か
し
好
ん
で
臨
書
し
た
躍
動
す
る
漢
簡
の
筆

画
が
、
ふ
と
手
を
突
い
て
出
る
の
を
抑
制
し
き
れ
な
か
っ
た
こ
と
に
、
幾
分
の

不
満
が
あ
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
ま
だ
「
久
視
」
が
い
ま
思
う
と
こ
ろ
を
具
現

し
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
が
、
そ
の
分
、
逸
趣
に
欠
け
る
憾
み
な
し
と
し
な
い
。

残
し
た
こ
の
四
作
に
は
ど
れ
も
愛
着
が
あ
る
が
、
就
中
、「
容
乃
公
」
の
一
枚

は
、
積
年
の
思
い
を
果
た
し
た
意
味
で
た
い
そ
う
愛
し
い
。 
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容
乃
公

70×68㎝
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尊
聞

45.4×70㎝
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久
視

復
朴

17.5×34.1㎝

17.5×34.1㎝


