
｢太
陽
照
在
桑
乾
河
上
｣
を
め
ぐ
っ
て

島

田

久

実

子

京

都
大

学

『
太
陽
照
在
桑
乾
河
上
』
は
ー
中
国
共
産
某
の
土
地
改
革
牢
王
題

と
し
た
作
品
で
あ
る
｡

一
九
四
六
年
に
始
ま
っ
た
こ
の
土
地
改
革
は
､
中
国
革
命
の
成
否

を
決
定
す
る
大
事
業
で
あ
り
､
同
時
に
ま
た
､
中
国
の
主
権
の
交
替

を
明
確
に
す
る
歴
史
的
な
事
柄
で
も
あ
り
､
中
国
人
民
に
と
つ
て
は
､

ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
存
在
を
た
し
か
に
手
に
つ
か
む
契
機
と
も
な
っ

た
｡作

者
丁
玲
は
､
こ
の
申
開
を
ゆ
る
が
し
た
土
地
改
革
運
動
に
賀
際

に
参
加
し
､
お
よ
そ
三
十
年
に
わ
た
る
､
作
家
と
し
て
革
命
家
と
し

1J
の
彼
女
の
生
活
の
､

1
つ
の
成
果
､
ま
た
到
達
鮎
と
し
て
､
こ
の

作
品
を
書
い
た
｡

『
太
陽
照
在
桑
乾
河
上
』
は
そ
の
意
味
で
､
中
国

｢
太
陽
照
衣
桑
乾
河
上
｣
を
め
ぐ
っ
て

(島
田
)

革
命
の
本
質
と
'
作
家
丁
玲
の
方
向
が
'
大
き
く
示
さ
れ
た
作
品
で

あ
ろ
う
｡
同
時
に
､
中
国
の
新
し
い
敢
倉
に
お
い
て
､
現
在
の
創
作

文
革
が
ど
の
よ
う
な
質
で
あ
り
う
る
か
と
い
う
こ
と
を
も
示
し
た
作

品
で
あ
る
｡

い
ま
'
こ
の
小
論
で
は
､
そ
う
し
た
社
食
的
背
景
や
供
件
の
中
で
'

一
つ
の
要
請
と
し
て
作
ら
れ
た
文
撃
と
も
い
う
べ
き

『
太
陽
照
在
桑

乾
河
上
』
を
と
り
あ
げ
､
革
命
後
に
あ
ら
わ
れ
た
他
の
多
く
の
文
撃

作
品
に
封
し
て
も
我
々
外
国
人
読
者
の
も
つ
不
満
の
原
因
を
分
析
し

て
み
た
い
と
考
え
る
｡

そ
れ
が
､
文
勢
作
品
と
い
わ
れ
る
た
め
に
は
､
文
革

･
蛮
術
と
し

て
そ
な
え
て
い
る
べ
き
も
の
'
そ
れ
は
も
し
､
分
粧
し
た
言
い
方
が

許
さ
れ
る
な
ら
ば
､
歴
史
を
こ
え
'歴
史
を
通
じ
て
つ
ら
ぬ
き
と
お
さ

れ
て
爽
て
い
る
も
の
､
つ
ま
り
経
と
し
て
の
文
単
性
が
う
な
ず
か
れ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
わ
れ
る
｡
む
ろ
ん
同
時
に
そ
れ
が
時
代
性

を
お
ぴ
る
た
め
に
嘗
鷹
加
え
ら
れ
る
経
と
し
て
の
面
も
忘
れ
る
こ
と

は
で
き
な
い
こ
と
､
も
と
よ
り
で
あ
り
､
こ
う
し
た
経
と
梓
と
は
各

々

猫
立
背
反
す
る
も
の
で
は
決
し
て
な
く
へ
む
し
ろ
そ
の
か
ら
み
合

い
の
密
度
の
高
さ
が
､
読
者
の
共
感
や
感
動
を
い
ざ
な
う
も
の
だ
と
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欝
五
瀞

い
え
る
で
あ
ろ
う
｡
し
た
が
っ
て
､
新
中
図
の
革
命
の
中
で
生
ま
れ

た
文
革
で
あ
り
､
毛
津
宋

｢文
垂
講
話
｣
の
要
請
と
新
中
図
の
誕
生

と
い
う
時
代
性
を
経
と
し
て
評
債
の
高
い
こ
の
作
品
が
､
ス
タ
ー
リ

ン
文
革
賞

(
一
九
五
二
年
度
第
二
等
質
)
を
う
け
て
い
る
こ
と
や
､
多

く
の
讃
者
に
歓
迎
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
と
同
時
に
､
そ
れ
以
後
の
中

国
に
見
る
べ
き
作
品
が
ほ
と
ん
ど
生
ま
れ
て
い
な
い
こ
と
'
既
成
の

大
家
は
も
ち
ろ
ん
､
革
命
の
中
で
育
っ
た
遇
樹
理
な
ど
の
新
し
い
タ

イ
プ
の
作
家
も
ふ
く
め
て
､
同
じ
ょ
う
に
書
け
な
い
状
態
に
あ
る
こ

と
な
ど
を
あ
る
程
度
､
預
知
さ
せ
る
も
の
を
は
ら
ん
で
い
る
の
で
は

な
い
か
､
そ
れ
は
文
革
の
経
そ
の
も
の
へ
の
捉
え
方
の
費
因
に
よ
る

の
で
は
な
い
か
､
そ
う
い
っ
た
こ
と
な
ど
を
､

二

二
考
え
て
み
た

い
と
思
う
｡

『
太
陽
照
在
桑
乾
河
上
』
が
､
我
々
外
国
人
の
讃
者
に
と
っ
て
､

ど
の
よ
う
に
受
け
と
ら
れ
る
か
と
い
う
鮎
に
つ
い
て
は
､
今
ま
で
に

多
く
の
人
人
の
畿
言
が
あ
り
､
そ
の
前
進
的
な
面
の
み
に
封
し
て
ー

肯
定
的
な
意
見
が
大
部
分
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
が
､
し
か
し

｢
こ
の
小
詮
に
つ
い
て
は
､
は
じ
め
私
は
さ
ほ
ど
高
い
許
債
を
輿

え
て
い
な
か
っ
た
O
｣

(現
在
中
国
文
筆
全
集
丁
玲
篇
あ
と
が
き
･
岡
崎
俊

夫
氏
)

と
い
う
意
見
も
ま
た
あ
.り
う
る
こ
と
は
､
無
税
L
が
た
い
こ
と
に

思
わ
れ
る
O
ま
た
こ
の
作
品
が
中
国
革
命
の
本
質
と
､
中
国
文
革
の

性
格
聖
不
し
て
い
る
と
い
う
鮎
か
ら
い
え
ば
､
こ
の
1
作
に
か
ぎ
ら

ず
､
現
代
の
中
国
史
率
金
牌
に
関
す
る
問
題
を
も
ふ
く
む
で
あ
ろ

う
0
こ
の
意
味
で
筆
者
も
ま
た
こ
の
L作
品
を
讃
ん
で
､
中
国
に
お
け

る
文
拳
の
あ
り
方
に

1
つ
の
意
見
を
も
た
れ
ぼ
な
ら
な
か
っ
た
｡
そ

う
し
た
面
か
ら
､
丁
玲
の
こ
の
作
品
が
は
ら
ん
で
い
る
'
東
軍
と
し

て
の
問
題
鮎
を
追
求
し
､
あ
わ
せ
て
申
国
文
挙
の
'
新
し
い
方
向
に

私
の
求
め
る
も
の
を
も
､

T
r
二
の
べ
て
み
る
つ
も
り
で
あ
る
｡

〓

本
論
に
入
る
前
に
､
こ
の
作
品
を
簡
単
に
詮
明
し
て
お
き
た
い
o

舞
台
は
､
解
放
霞
と
し
て
､
葦
北
察
吟
爾
省
液
鹿
願
に
あ
る
､
暖

水
屯
と
い
う
､
主
と
し
て
果
物
を
栽
培
し
て
い
る
農
村
で
あ
る
｡
既

に
二
度
ぽ
か
り
'
地
主
と
貧
農
と
の
清
算
同
率
が
行
わ
れ
て
お
り
ー

農
民
組
織
に
つ
い
て
も
､
幹
部
の
数
は
と
と
の
い
､

1
薩
は
形
を
な

し
て
い
る
新
し
い
村
で
あ
る
｡
し
か
し
､
そ
う
し
た
表
面
の
姿
は
､
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二
日
の
ゴ
ム
輪
の
革

(囲
皮
大
草
)
の
出
現
か
ら
ひ
き
忠
こ
さ
れ
る

内
情
展
開
の
措
蔦
に
よ
っ
て

型
通
り
の
解
放
直
で
な
い
こ
と
を
あ

ら
わ
に
し
て
い
く
0
こ
の
'ゴ
ム
輪
の
革
の
出
現
は
､
こ
の
作
品
を
通

じ
終
始

1
貫
､
悪
玉
と
し
て
措
か
れ
て
い
る
鏡
文
貴

(ボ
ス
地
主
)
に
､

事
態
の
何
ご
と
か
を
教
え
､
土
地
改
革
の
開
始
を
つ
げ
る
の
で
あ
っ

て
､
革
は
'
隣
村
の
富
農

･
胡
泰
が
､
と
り
あ
げ
ら
れ
る
こ
と
を
怖

れ
V
r
嫁
の
里
に
あ
ず
け
た
も
の
で
あ
っ
た
｡
あ
ず
け
ら
れ
た
顧
湧

も
､
や
は
り
富
農
で
あ
り
､
同
じ
ょ
う
に
土
地
改
革
に
は
不
安
な
気

持
.髭
抱
い
て
い
る
｡
地
主
た
ち
は
保
身
保
財
の
た
め
の
策
動
に
躍
起

と
な
り
､
富
農
は
立
場
の
不
安
さ
に
患
び
冬

三

方
､
費
鼻
は
命
ほ

ど
に
も
ほ
し
か
つ
た
土
地
が
自
分
た
ち
の
も
の
に
な
る
と
い
う
､
夢

の
よ
う
な
期
待
を
も
た
さ
れ
て

畑
へ
行
き
も
せ
ず
集
ま
つ
て
は
ヒ

ソ
ヒ
ソ
JJ
話
し
合
う
.
こ
う
し
た
中
に
､
土
地
改
革
遮
行
の
任
を
お

ぴ
た
四
名
の
工
作
貞
が
､
直
か
ら
派
遣
さ
れ
て
釆
て
､
い
よ
い
よ
暖

水
屯
の
村
は
新
し
い
課
題
に
直
面
す
る
こ
と
と
な
る
｡

や
が
て
､
工
作
貞
た
ち
の
指
示
に
よ
っ
て
鼻
骨
が
ひ
ら
か
れ
る
が
､

大
き
な
期
待
を
も
っ
て
集
ま
っ
た
農
民
た
ち
は
､
残
念
な
が
ら
工
作

点

･
文
采

(イ
ン
テ
リ
出
身
)
の
講
演
に
､
す
っ
か
り
う
ん
ざ
り
し
て

｢
太
陽
摺
老
桑
乾
河
上
｣
を
め
ぐ
っ
て

(島
田
)

し
ま
う
｡
彼
ら
の
彊
接
の
要
求
と
は
ほ
ど
違
い
は
な
し
で
あ
っ
た
か

ら
で
あ
る
｡
工
作
の
困
難
の
後
背
は
､
農
民
の
無
自
覚
性
と
'
ボ
ス

の
根
張
い
権
威
､
そ
れ
に
加
え
て
工
作
点
､
幹
部
た
ち
の
性
急
さ
に

よ
る
工
作
の
再
三
の
挫
折
に
よ
っ
て
､
示
さ
れ
て
く
る
｡
そ
の
第

1

の
例
と
し
て
､
無
能
な
地
主

･
李
子
俊
が
､
妻
子
も
果
樹
園
も
放
っ

た
ま
ま
逃
亡
し
､
闘
争
な
く
勝
利
が
や
っ
て
来
る
か
に
み
冬

O
が
､

幹
部
に
は
げ
ま
さ
れ
て
土
地
経
書
な
と
り
に
お
し
か
け
た
小
作
人
た

ち
は
､
泣
き
ふ
し
て
謹
書
を
さ
し
出
す
李
子
俊
の
女
房
に
ー
あ
っ
け

な
く
同
情
し
て
し
ま
う
の
で
あ
る
o
土
地
改
革
の
第

7
歩
は
ま
ず
失

敗
で
あ
っ
た
｡

工
作
貞
や
幹
部
た
ち
が
､
地
主
や
富
農
な
ど
の
う
ち
誰
に
同
率
の

封
象
を
お
く
か
､
と
い
う
こ
と
で
意
見
の
一
致
を
み
な
い
問
に
､
期

待
を
う
ら
ざ
ら
れ
た
貧
農
の
､
抑
え
よ
う
の
な
い
不
満
が
ー
い
つ
爆

畿
す
る
か
分
ら
ぬ
と
い
う
状
態
に
な
っ
て
､
よ
う
や
く

1
つ
の
手
段

が
講
ぜ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
｡
十

一
戸
の
地
主
と
富
典
の
果
樹
園
が

封
鎖
さ
れ
､
農
民
の
管
理
に
ま
か
さ
れ
る
｡
今
年
は
例
年
に
な
く
豊

作
で
､

前
震
泳

(果
物
の
名
)
も
海
業
も
梨
も
､

枝
も
た
わ
わ
に
み

の
つ
て
お
り
'
そ
れ
ら
が
す
べ
て
貧
農
の
利
益
と
し
て
分
配
さ
れ
る
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夢
五
放

こ
と
に
な
っ
た
の
で
､
村
は
非
常
な
活
気
を
お
ぴ
て
く
る
｡
貧
農
既

出
の
に
ぎ
わ
3,で
果
空
採
収
に
常
り
､
村
は
祭
日
の
よ
う
な
よ
ろ
こ

折
に
た
か
な
る
｡
ま
た

1
方
､
村
長

･
江
世
菓

(抗
日
戦
雫
中
､
悪
質

な
こ
と
を
し
た
ボ
ス
の
一
人
)

に
封
し
て
も
､
小
作
人
た
ち
が
清
算
闘

率
に
出
か
け
､
こ
の
間
率
は
弱
腰
な
が
ら
も
目
的
を
は
た
す
こ
と
が

で
き
た
｡
暖
水
屯
の
土
地
改
革
に
は
じ
め
て
の
勝
利
が
､
動
柘
と
逸

巡
の
中
に
､
と
滝
か
く

1
つ
達
成
さ
れ
た
わ
け
で
あ
る
.
と
こ
ろ
が
､

こ
の
活
況
に
か
が
や
い
た
か
に
見
え
た
村
が
､
叉
ひ
っ
そ
り
と
沈
獣

を
始
め
る
こ
と
に
な
る
.
こ

と
の
お
こ
り
は
'
治
安
要
点
の
張
正
典

(成
文
貴
の
娘
む
こ
'
動
拓
分
子
)
と
､

活
動
停
止
の
身
分
に

お
か
れ

て
い
る
劉
藩

(成
文
貴
に
そ
の
7
家
を
破
滅
さ
せ
ら
れ
た
農
民
)
と
が
､

大
げ
ん
か
を
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
で
あ
る
｡
村
中
の
､
こ
の
不
満
を

と
も
な
っ
た
沈
黙
は
､
も
っ
と
も
憎
ら
し
い
ボ
ス
･
鐙
文
貴
を
､
幹

部
が
放
任
し
て
い
る
こ
と
へ
の
警
官
で
あ
っ
た
｡
こ
う
し
た
混
乱
と

困
惑
の
欺
態
に
あ
る
村
に
､
解
か
ら
'
若
く
て
能
力
あ
る
宣
倦
部
長

･
章
晶
が
､
桑
乾
河
を
わ
た
っ
て
や
っ
て
乗
る
｡
彼
の
適
切
な
判
断

の
も
と
に
､
正
し
い
決
定
が
な
さ
れ
､
ほ
と
ん
ど
全
村
民
の
要
求
で

あ
る
鐙
文
貴
の
逮
捕
が
行
わ
れ
た
｡
村
の
八
大
悪
案
の
.な
か
で
も
最

大
の
悪
某
が
'
大
衆
裁
判
に
か
け
ら
れ
る
樺
倉
が
や
っ
て
来
た
｡
村

は
る
つ
ぼ
の
如
く
わ
き
か
え
っ
て
､
銀
文
貴

と
の
同
率

を
展
開
す

る
｡圃

事
は
終
っ
た
｡

ゴ

ム
輪
の
革
は
ー
共
産
某
の
正
し
い
政
策
に
ょ

っ
て
と
り
あ
げ
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
｡
革
は
隣
村
の
持
主
の
手

に
か
え
さ
れ
､
富
農

･
顧
湧
も
よ
う
や
く
献
地
を
決
心
す
る
｡
勝
利

の
果
賓
は
分
配
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡
そ
の
分
配
を
め
ぐ
つ
V
'

も
っ
と
も
意
識
の
す
す
ん
で
い
る
べ
き
幹
部
が
､
個
人
的
な
利
益
を

挙
っ
て
い
ざ
こ
ざ
を
起
し
た
り
す
る
騒
動
も
あ
る
が
､
や
が
て
全
村

の
承
認
を
綴
る
と
い
う
こ
と
で
囲
満
解
決
の
運
び
と
な
る
｡
時
に
内

戦
の
戦
局
は
急
を
つ
げ
､
八
路
軍
不
利
の
し
ら
せ
に
､
村
の
農
民
は

ふ
た
た
び
立
ち
上
り
ー
ざ
ん
ど
う
掘
り
に
出
饗
す
る
.
勝
利
の
果
責

を
､
ふ
た
た
び
ボ
ス
や
地
主
に
う
ぽ
い
と
ら
れ
な
い
た
め
に
､
闘
い

は
方
向
を
襲
え
る
こ
と
に
な
る
｡

以
上

が
あ
ら
す
じ
と
し
て
の
事
件
で
あ
る
｡
こ
れ
を
整
理
す
る
と

衆
の
よ
う
に
な
る
｡

1
､
謬
皮
大
草
の
出
現

･
新
事
態
の
像
昔

策
動

･
不
安

･
期
待

一-
十
葦
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二
､
工
作
貞
到
着

･
連
合
ひ
ら
く

失
望

･
分
裂

･
動
柘

十

1-
三
十
一
章

三
､
李
子
俊
逃
亡

土
地
改
革
失
敗

三
十
二
-
三
十
六
章

四
､
果
樹
園
封
鎖

･
江
華
典
と
の
闘
争

初
勝

二

方
で
は
喧
嘩
封
立

三
十
七
～
四
十
葦

五
㌧
茸
品
同
志
来
る

･
決
定

四
十
一
-
四
十
五
章

六
､
鍾
文
貴
逮
捕

･
清
算
岡
等

分
配
率
い
､
新
し
い
任
務

四
十
六
-
五
十
八
草

こ
れ
だ
け
の
峯
理
で
'

一
と
二
と
の
前
奏
曲
的
な
下
地
に
､
土
地

改
革
運
動
の
ケ
ー
ス
な
ど
の
よ
う
に
措
こ
う
と
し
た
か
が
､
ほ
ぼ
つ

か
め
る
で
あ
ろ
う
｡
こ
れ
に
配
す
る
も
の
と
し
て
､
富
農
の
.願
湧

一

家
､
巣
食
主
任
橿
仁
の
擬
人
黒
屍
､
婦
聯
曾
主
任
の
董
桂
花
､
黄
点

幹
部
の
張
裕
民
､
文
采
同
志
､
宿
命
論
者
の
貧
農
侯
息
全
､
隆
二
倉

主
任
の
葦
さ
ん
､
副
村
長
を
し
て
い
る
趨
得
頑
､
貧
農
劉
満
'
章
品

同
志
ら
が
､
そ
れ
ぞ
れ

1
葦
を
も
っ
て
来
歴
や
性
格
を
描
か
れ
'
暖

水
屯
の
土
地
改
革
の
進
行
に
､
お
の
お
の
の
立
場
か
ら
関
係
を
も
つ

こ
と
が
知
ら
さ
れ
る
o
こ
れ
ら
の
人
物
は
､
い
ろ
ん
な
立
場
の
代
表

｢
太
陽
腰
衣
桑
乾
河
上
｣
を
め
ぐ

っ
て

(島
田
)

(但
し
地
主
は
含
ま
れ
て
い
な
い
)
で
あ
る
が
'
終
局
的
に
は
土
地
改
革

の
結
果
､
革
命
肯
定
の
立
場
に
す
べ
て
還
元
さ
れ
る
べ
き
人
物
と
し

て
え
が
か
れ
て
い
る
｡
そ
の
由

､
あ
ら
ゆ
る
樺
カ
の
.障
然
た
る
保
持

者
､
鍾
文
貴
を
は
じ
め
と
し
て
'
地
主

･
富
農

･
中
農

(
こ
の
作
品

で
は
該
嘗
す
る
人
物
が
な
い
よ
-
で
あ
る
)､

貧
農

･
幹
部

･
工
作
貞

･

教
員

･
東
女
な
ど
が
登
場
し
､
個
人
の
資
格
で
筆
に
の
ぼ
さ
れ
た
だ

け
で
も
六
十
名
以
上
に
連
す
る
｡
し
か
も
､
そ
の
人
間
関
係
を
た
ど

っ
て
み
る
と
､
別
表
の
如
く
'
中
国
農
村
を
絶
封
的
に
支
配
し
て
き

た
富
と
権
力
の
結
合
の
し
か
た
が
､

一
つ
の
典
型
的
な
背
景
と
し
て

示
さ
れ
て
い
る
｡
た
て
と
よ
こ
の
糸
は
､
こ
の
原
則
に
よ
る
板
柾
さ

聖
不
し
､
そ
れ
だ
け
に
ま
た
､
こ
の
村
の
土
地
改
革
-

そ
れ
は
､

富
と
権
力
支
配
の
痕

底
的
な
奨
革
で
あ
り
'
封
建
支
配
に
よ
る
人
間

関
係
の
否
定
で
あ
る
だ
け
に
-

の
困
難
さ
を
､
よ
り
多
岐
に
す
る

だ
ろ
う
こ
と
を
も
像
測
さ
せ
る
｡

仝
五
十
八
章
､
期
間
は
お
よ
そ
二
十
日
ぽ
か
り
'
こ
の
あ
ら
す
じ

と
､
こ
の
人
物
群
と
を
も
つ
て
､
丁
玲
は
何
を
措
こ
う
と
し
､
何
を

措
費
え
た
の
で
あ
ろ
う
か
｡
ま
た
何
が
問
題
と
し
て
竣
さ
れ
る
の
で

あ
ろ
う
か
｡

.
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中
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夢
五
分

登
場
人
物
と
そ
の
諸
関
係

鍾
贋
庚
I

-
｣鐙
文
虎

(労
組
主
任
)

-
錘
文
官

(菜
適
番
人
･餐
整

-
0
-
-

ボ
ス
地
主

-
韓
文
章
-

×妻

白
娘
娘

(砿
女
)

任
国
息

(教
卓
･
反
芳

子
)

舵
-

-
…
準
…
押
-
≡-
-
･↓

程

仁

(も
と
葵

君

↑
男
･
農
豊

作
)

局
-

宰
輝
麿
わけF

上

張
正
典

(治
芸

員
･
勤
穿

王

張
正
固

(民
兵
接
良
)

･
‥

-W
,,;,?
'!1.!
'7
:
I

I

劉

満

(魯
警

鐘
天
質
を
恨
ん
で
い
る
)

-
劉

乾

(も
と
甲
長
.
狂
人
)

-
0

I
兵
隊
に
と
ら
れ
た
兄
-
娘

題
碍緑

(副
村
長
)

×
妻

104

-
李
之
群
妹

｢
李
之
群

(葺

×董
徒
花

(析
聯
魯

主
任
)

そ
の夫

(

羊
か
い)

×周
月
英

(

姉
聯
合
副主
任
)



｢
母

1

01
李
之

毒

後
妻×

貧
農

親

-
侯
息
仝
-

侯
鼎
臣

-

×
先
妻

･X不倫
関
係

-
侯
殿
杢

[
…
清

規
(翠

)

李

昌

妄

望

遠

係
)

軽

重

功

(東
都
組
織
償
)

任
天
華

(合
作
聖

荏
)

-
張
歩
高
(農
骨
組
織
係
)

I
張
及
弟
(退
役
軍
人
)

-
侯
殿
魁

(地
主
.妄

逆
宿者
)

韓
老
人
-

韓
廷
瑞

(退
役
軍
人
)

地
主

A--I-
･
-

幸
子

俊

×妻

t
李
蘭

英

1
0

-
0

1
0

｢杢嚢
堂
(
果

雷
番人

･

後

に農
民
大
農
最
)

江世藁
(村
長

.
地
主
)

×
妻

工
作
貞

三

も
の
が
た
り
は
､
以
上
の
大
筋
に
そ
っ
て
､
教
員

･
幹
部

･
工
作

員

･
地
主

･
富
農

･
貧
農
た
ち
と
い
う
老
若
男
女
が
'
そ
れ
ぞ
れ
の

生
活
の
中
で
ど
の
よ
う
に
土
地
改
革
を
と
ら
え
､
そ
の
利
害
を
め
ぐ

っ
て
ど
の
よ
う
に
行
動
す
る
か
な
措
き
つ
つ
展
開
す
る
｡
主
題
は
士

｢
太
陽
照
衣
桑
乾
河
上
｣
を
め
ぐ

っ
て

(
島

田
)

文

采

(
イ

ン
テ
リ
出
身
)

楊

亮

胡
立
功

老

董

章

晶

地
改
革
で
あ
り
､
そ
の
完
成
を
措
き
出
す
こ
と
が
､
こ
の
作
品
に
と

つ
三
的
操
的
な
要
請
で
あ
る
以
上
'
作
者
は
そ
の
任
務
に
忠
実
で
あ

っ
た
｡

し
た
が
つ
V
'
こ
の
作
品
で
は
中
国
革
命
に
と
っ
て
重
要
で
正
し

い
命
題
で
あ
る
土
地
改
革
工
作
を
､
絶
封
的
な
成
功
を
か
ち
と
る
ケ
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労
五
瀞

-
ス
と
し
て
措
か
な
け
れ
ば
な
ら
ず
､
ま
た
事
貿
多
く
の
迂
飴
曲
折

を
経
た
に
せ
よ
､
土
地
改
革
は
完
逢
さ
れ
え
た
事
柄
で
も
あ
っ
た
た

め
に
､
改
革
の
失
敗
の
ま
ま
作
品
を
終
る
な
ら
ば
嘘
に
な
る
と
い
う

事
情
も

一
つ
に
は
あ
っ
て

ご
く
常
識
的
に
､
圃
園
を
む
か
え
る
で

あ
ろ
う
こ
と
が
'
中
国
革
命
を
知
る
も
の
に
と
つ
て
は
､
謹
ま
ぬ
党

に
預
知
さ
れ
て
い
る
｡
し
か
も
､
中
国
革
命
の
]
つ
の
成
果
を
内
外

に
示
す
'
い
わ
ば
教
育
的
意
味
も
賦
輿
さ
れ
て
い
る
た
め
､
階
級
理

論
に
よ
る
人
物
分
析
の
立
場
を
度
外
視
す
れ
ば
､
に
く
た
ら
し
い
恵

三
が
､
正
義
の
善
玉
に
か
な
ら
ず
う
ち
亡
ぼ
さ
れ
る
と
い
う
､
講
談

的
な
ス
ケ
ー
ル
に
お
け
る
偉
力
者
の
交
替
-

新
主
人
公
は
読
者
の

身
近
な
英
検
た
ち
.が
な
る
と
い
う
た
の
し
さ
I

と
し
て
の
､
お

も

し
ろ
さ
の
見
通
し
が
､
簡
単
に
つ
け
ら
れ
る
も
の
.に
な
っ
て
い
る
｡

こ
の
こ
と
は
多
か
れ
す
く
な
か
れ
､
革
命
文
拳
の
ど
の
.作
品
に
も

い
え
る
こ
と
で
あ
っ
て
､
文
革
を
謹
む
た
の
し
さ
に
と
っ
て
一
つ
の

障
害
に
な
っ
て
い
る
こ
と
は
否
め
な
い
と
思
わ
れ
る
.

土
地
革
命
の
途
行
､
完
成
ま
で
の
い
き
さ
つ
は
､
以
上
の
よ
う
な

汲
兄
の
も
と
に
読
者
の
前
に
展
開
さ
れ
る
と
い
う
僚
件
､
ま
た

l
つ

に
は
中
国
革
命
の
事
宜
が
､
制
約
を
加
え
て
い
る
と
い
う
候
件
の
中

で
'
く
り
ひ
ろ
げ
ら
れ
ね
ぼ
な
ら
な
く
な
っ
て
い
る
｡
そ
う
し
た
保

件
の
中
で
､
作
家
と
し
て
の
丁
玲
は
何
を
と
ら
え
よ
う
と
し
た
の
.で

あ
ろ
う
｡
そ
れ
に
つ
い
て
､
興
味
あ
る
こ
と
を
次
の
文
は
の
べ
て
い

る
｡｢

彼
女
が
比
較
的
注
意
し
た
の
は
､
や
は
り
若
干
の
人
物
で
あ
っ

た
｡
ひ
ま
さ
え
あ
れ
ば
､
彼
ら
の
と
こ
ろ
へ
行
っ
て
話
を
し
､
そ
れ

ら
の
人
物
の
性
格
､
様
子
や
心
理
を
理
解
し
た
の
で
あ
っ
た
｡
し
か

し
､
も
つ
と
韓
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
､
彼
等
の
こ
の
偉

大
な
蓬
勤
の
中
で
の
思
想
奨
化
で
あ
り
､

一
つ
一
つ
の
政
策
が
執
行

さ
れ
る
と
き
に
反
映
す
る
心
理
轡
化
で
あ
っ
た
｡
彼
女
は
自
分
の
や

り
方
が
足
り
な
い
と
感
じ
た
-
-
｣

(中
華
全
国
文
学
垂
術
工
作
者
代
表

大
骨
紀
念
文
集
丁
玲
訪
問
記
)

偉
大
な
運
動
の
中
で
の
､
大
衆
の
思
想
奨
化
と
心
理
轡
化
を
と
ら

え
よ
う
と
し
た
こ
と
を
､
こ
の
訪
問
記
は
つ
た
え
て
い
る
O
そ
れ
が

ど
こ
ま
で
成
功
し
た
か
を
､
具
韓
的
な
作
品
の
中
で
検
討
し
て
み
よ

え
ノ
OT

玲
は
こ
の
作
品
を
か
く
に
常
つ
V
'
実
際
の
土
地
改
革
工
作
に

参
加
し
た
｡
そ
れ
は
､
馬
産
前
蓮

(宇
久
が
き
)
に
も
見
え
る
し
､
新
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中
国
の
創
作
健
件
に
と
つ
て
は
不
可
紋
の
俵
件

(毛
滞
東
の
文
垂
叢
話

77:

は
明
確
に
こ
の
こ
と
を
要
請
し
て
い
る
)
で
も
あ
る
か
ら
､
決
し
て
特

別
の
こ
と
で
は
な
く
､
む
し
ろ
常
番
の
参
加
で
あ
っ
た
｡
こ
の
こ
と

が
作
品
の
上
に
充
分
大
き
な
カ
を
あ
ら
わ
し
て
い
る

の
は
否
め
な

い
｡
す
く
な
く
と
も
作
者
が
必
要
な
登
場
人
物
を
措
き
わ
け
る
の
に
､

他
の
作
品
で
は
我
々
の
よ
く
接
す
る
よ
う
な
人
物
設
定
の
一
律
類
型

化
を
､
虫
か
し
て
い
な
い
こ
と
に
も
見
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
.
特
に
肯

定
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
人
物
に
つ
い
て
は
'
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場

や
主
張
の
碓
某
に
無
理
が
な
い
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
｡
例
え
ば
､
そ

の
一
人
と
し
て
､
侯
息
全
岩
頭
を
あ
げ
て
み
る
こ
と
に
す
る
｡

彼
は
親
戚
に
嘗
る
地
主
の
侯
殿
魁

(こ
の
春
'

既
に
清
算
さ
れ
て
い

る
t
l
貫
道
信
者
)
に
､
分
配
さ
れ
た
土
地
さ
え
か
え
し
て
し
ま
っ
た

は
ど
の
頑
迷
な

一
貫
道
の
信
者
で
'
襲
天
恩
想

(宿
命
思
想
と
い
-
べ

き
も
の
)

を
も
つ
意
識
の
お
く
れ
た
老
人
で
あ
る
｡
白
分
の
妻
と
子

供
だ
け
に
は
､
新
し
い
風
潮
に
か
か
わ
ら
せ
ま
い
と
し
て
､
積
極
分

子
で
あ
る
息
子
を
と
じ
こ
め
た
り
､
妻
を
叱
っ
た
り
す
る
お
や
じ
で

も
あ
る
｡

｢
え
い
､
女
の
く
せ
に
､
い
い
年
し
て
ま
だ
あ
れ
こ
れ
聞
き
た
が

｢
太
陽
照
在
桑
乾
河
上
｣
を
め
ぐ

っ
て

(島
田
)

る
｡
息
前
に
や
関
係
の
ね
え
こ
ん
だ
｡
そ
ん
だ
の
に
､
ま
だ
合
さ
行

き
で
え
と
ぬ
か
す
｡
わ
か
ろ
が
わ
か
ろ
ま
い
が
､
得
が
い
こ
う
が
い

こ
ま
い
が
､
か
ま
っ
た
こ
っ
ち
や
ね
え
だ
O
や
っ
ぱ
し
分
さ
守
っ
て
､

飴
計
な
こ
と
に
や
､
か
ま
わ
ね
え
こ
つ
た
ぞ
O
｣
(
一
九
五
三
年
l
月
北

京
版
人
民
文
学
出
版
社
第
四
版
o
以
下
同
｡
第
二
十
草
餅
柑
)

ま
た
､
お
い
の
李
之
群

(嬬
聯
争
王
任
の
夫
)
に

｢
(
ッ
ハ
､
だ
め
だ
て
｡
お
ら
の
こ
の
膳
み
そ
は
'
常
世
向
き
じ

や
ね
え
だ
｡
今
は
新
し
い
御
時
世
だ
｡
新
し
い
御
時
世
に
や
新
し
い

守
-
か
た
が
あ
る
だ
｡
ゆ
ん
べ
あ
の
同
志
は
う
め
え
こ
と
い
っ
た
ぞ

/
何
も
か
も
み
ん
な
貧
乏
人
の
た
め
に
や
つ
と
る
O
だ
け
ん
ビ
ー

あ
あ
､
お
ら
の
こ
の
一
生
は
早
や
お
し
め
え
だ
あ
な
｡
お
前
の
叔
母

さ
ん
や
い
と
こ
た
ち
や
あ
､
み
ん
な
こ
の
年
寄
り
に
反
対
し
て
る
だ
｡

お
ら
が
い
な
か
つ
た
ら
'
奴
ら
み
ん
な
と
う
の
昔
に
立
ち
上
っ
て
金

を
儲
け
て
る
こ
つ
た
ろ
う
よ
｡

ハ
ツ
ハ
-
･･･お
前
は
や
っ
ぱ
し
か
み

さ
ん
の
い
う
こ
と
き
い
で
た
が
え
え
ぞ
｡
か
み
さ
ん
は
や
り
手
だ
か

ん
な
｡
今
ど
き
ゃ
牝
鶏
で
も
輝
き
つ
げ
る
だ
で
｡
男
女
平
等
だ
で
な
｡

ハ
ッ

ハ
-
‥
-
‥
｣

(同
輩
)

ま
た
､
彼
は
心
の
中
で
は
自
分
の
哲
挙
を
主
張
し
て
ゆ
ず
ら
な
い
｡
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第
五
筋

｢
八
路
軍
の
い
う
理
宿
は
な
る
ほ
ど
い
い
｡
し
か
し
､
彼
が
か
つ

て
誼
み
､
か
つ
て
聞
い
た
ど
ん
な
本
か
ら
い
っ
て
も
'
何
千
年
衆
､

貧
乏
人
が
主
人
公
に
な
っ
た
た
め
し
が
な
い
こ
と
を
知
っ
て
い
た
.｣

(第
二
十
1
章
疾
患
全
老
頭
)

貧
乏
な
侯
息
全
の
こ
の
言
動
の
中
に
､
譲
者
は
工
作
の
容
易
で
な

い
前
途
を
知
る
こ
と
が
で
き
よ
う
｡
新
し
い
時
代
に
あ
つ
て
も
､
奮

い
自
己
の
信
保
を
襲
え
よ
う
と
し
な
い
老
人
､
し
か
も
､
そ
の
.香
い

モ
ラ
ル
が
効
力
を
う
し
な
っ
て
い
き
つ
つ
あ
る
と
､
班
に
知
っ
て
い

る
哀
し
さ
と
､
そ
れ
で
も
や
ま
ぬ
勤
さ
と
が
あ
り
､
民
衆
の
生
活
に

生
ま
れ
た
曹
撃
の
根
づ
よ
さ
を
あ
ら
わ
し
た
人
物
で
あ
る
｡
そ
れ
に

は
'
そ
れ
だ
け
の
主
張
の
棋
嬢
も
匿
史
も
あ
り
な
が
ら
､
時
は
既
に

彼
の
こ
う
し
た
性
格
を
あ
き
去
り
に
し
て
い
こ
う
と
し
て
い
る
｡
奨

革
に
し
た
が
う
か
t
L
た
が
わ
な
い
か
､
道
は
二
つ
し
か
な
い
の
で

あ
る
が
､
こ
の
人
物
の
結
末
は
､
必
要
で
し
か
も
寅
在
し
た
典
型
の

変
革
を
約
束
す
る
過
程
と
し
て
お
か
れ
て
い
る
如
く
､
や
は
り
筋
書

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

通
り
う
れ
し
く
翻
身
し
て
し
ま
う
｡
う
れ
し
く
御
身
し
て
し
ま
う
､

と
か
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
所
以
は
､
彼
が
二
つ
の
道
の
う
ち
､
新

し
い
道
を
心
か
ら
つ
か
む
に
い
た
る
ま
で
の
､
深
い
動
拓
と
苦
悩
､

う
た
が
い
や
あ
せ
り
が
捉
え
ら
れ
て
い
な
い
た
め
に
､
折
角
の
彼
の

個
性
が
我
々
の
印
象
か
ら
さ
っ
と
消
え
て
し
ま
う
結
果
に
な
っ
て
い

る
か
ら
で
あ
る
｡
作
者
の
立
場
が
､
侯
息
全
そ
の
人
を
描
き
き
る
前

に
､
到
達
す
べ
き
結
末
を
急
い
だ
た
め
か
も
し
れ
な
い
O
こ
れ
は
侯

息
全

一
人
に
か
ぎ
ら
ず
､
人
物
全
鰹
に
つ
い
て
も
､
程
度
の
差
は
あ

る
が
､
い
え
る
こ
と
だ
と
思
う
｡

す
な
わ
ち
､
課
題
に
こ
た
え
る
た
め
に
設
定
さ
れ
た
人
物
の
配
置

と
､
そ
の
措
寓
に
お
い
て
､
徹
底
的
な
悪
玉
で
あ
り
地
主
で
な
け
れ

ば
な
ら
ぬ
人
物
､
改
革
に
穣
極
的
な
役
割
り
を
は
た
す
人
物
'
患
く

れ
た
思
想
を
も
つ
農
民
､
高
能
的
存
在
の
某
貞
､
迷
信
を
ば
ら
ま
く

人
物
､
そ
れ
ら
が
ど
の
よ
う
な
結
末
を
も
つ
に
い
た
る
か
が
､
ほ
ぼ

す
で
に
見
通
さ
れ
て
い
る
の
を
､
そ
の
ま
ま
茅
が
き
し
て
あ
と
に
何

も
魂
さ
な
い
か
ら
で
あ
る
｡
こ
の
事
巽
は
､
中
国
の
新
女
笹
に
'
類

型
的
な
作
品
を
生
む
地
撃

か
非
常
に
大
き
い
と
い
う
'

1
つ
の
興
味

あ
る
革
質
聖
不
す
も
の
で
あ
り
'
こ
の
作
品
も
例
外
で
な
い
こ
と
を

見
せ
る
瓢
で
あ
ろ
う
｡

恵
三
･
ボ
ス
と
し
て
の
鍾
文
貴
を
み
て
も
､
彼
が
革
命
と
反
革
命

の
二
道
を
か
け
た
恵
寅
で
､
息
子
の
鑓
義
を
八
路
軍
に
出
し
て
3,
ら
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年
面
,
教
員
の
任
国
息
を
使
っ
て
デ
マ
を
と
ぽ
し
た
り
'
姪
の
黒
梶

を
使
っ
て
そ
の
擦
人
の
鼻
骨
主
任
程
仁
な
ろ
う
ら
く
し
土
地
改
革
の

失
敗
を
は
か
ろ
う
と
す
る
な
ど
'
悪
質
な
策
動
が
た
く
み
に
展
開
さ

れ
な
が
ら
､
譲
者
に
は
彼

へ
の
憎
し
み
が
わ
き
あ
が
ら
な
い
｡
彼
が

金
村
の
人
た
ち
か
ら
袋
叩
き
に
さ
れ
る
性
ど
憎
ま
れ
て
い
な
が
ら
殺

さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
も
､
悪
玉
だ
か
ら
悪
玉
で
あ
り
､
賞
の
政
策
が

そ
う
し
た
人
間
を
も
殺
さ
な
い
よ
う
に
指
令
し
た
か
ら
殺
さ
な
か
っ

た
､
と
い
う
と
ら
え
方
と
'
感
ぜ
ら
れ
な
い
で
な
い
｡

で
は
､
丁
玲
が
も
つ
と
も
措
き
た
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
貧
農
大
衆

の
碓
某
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
｡
彼
ら
の
轡
貌
を
大
ま
か
に
捉
え
て
み

る
こ
と
に
し
ょ
う
｡

｢
彼
ら
は
そ
こ
の
有
名
な
悪
寅
ど
も
の
名
を
指
折
り
か
ぞ
え
て
い

た
｡
そ
し
て
､
ど
こ
そ
こ
の
ボ
ス
が
懲
罰
さ
れ
た
と
か
､
ま
た
そ
れ

ら
の
恵
某
の
財
産
が
分
配
さ
れ
た
と
き
い
た
り
す
る
と
､
彼
ら
は
決

し
て
自
分
た
ち
の
よ
ろ
こ
び
を
か
く
そ
う
と
し
な
か
つ
た
｡
････-
･･

-
こ
の
短
時
日
の
間
に
､
彼
ら
は
み
ん
な
敏
感
に
な
っ
て
い
た
｡
｣

(第
八
葦
扮
望
)

｢
清
算
｣
と
い
う
事
態
を
め
ぐ
つ
V
'
人
び
と
の
神
経
は
極
慶
に

｢
太
陽
照
在
桑
乾
河
上
｣
を
め
ぐ
っ
て

(島
田
)

敏
感
に
な
る
｡
デ
マ
は
か
ぎ
り
な
く
と
ぽ
さ
れ
､
国
民
党
軍
の
優
勢

が
八
路
軍
を
お
っ
ば
ら
う
だ
ろ
う
と
い
う
ヒ
ソ
ヒ
ソ
話
が
か
わ
さ
れ

る

｡
｢
こ
ん
な
ふ
う
な
噂
は
､
い
っ
た
い
誰
が
ふ
り
ま
い
て
い
る
の
だ

ろ
う
'
ま
る
で
ま
た
百
姓
衆
白
身
の
よ
う
だ
っ
た
｡
彼
ら
は
決
し
て

共
産
某
が
ま
け
る
の
を
望
ん
で
い
る
の
で
は
な
い
'
八
路
軍
が
長
も

ち
し
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
が
心
配
だ
っ
た
の
だ
｡
そ
の

く
せ
彼
ら
は
ま
た
こ
っ
そ
り
と
こ
ん
な
噂
を
ふ
り
ま
い
て
い
る
の
.ど

っ
た
｡
｣

(同
章
)

し
か
し
農
民
は
自
然
の
子
で
あ
る
｡

｢
そ
れ
に
ま
た
ち
よ
う
ど
三
度
目
の
除
草
期
に
あ
た
っ
て
い
て
､

雨
が
ふ
り
､
草
の
延
び
が
何
と
も
早
い
も
の
だ
か
ら
､
み
ん
な
も
や

け
に
忙
し
か
つ
た
｡
-
･････････彼
ら
は
叉
､
あ
ら
ゆ
る
精
力
を
自
分

た
ち
の
い
つ
も
の
仕
事
に
集
中
し
た
｡
楽
し
み
も
う
れ
い
も
'
す
べ

て
平
静
に
襲
っ
て
し
ま
っ
た
.
｣

(
同
輩
)

｢『
中
央
軍
』
だ
っ
て
中
国
人
だ
O
お
ら
た
ち
は
働
ら
い
て
飯
食
っ

て
る
だ
､
別
に
役
人
に
な
ろ
う
と
か
権
力
を
に
ぎ
ろ
う
と
思
う
じ
ゃ

ね
え
｡
お
ら
た
ち
は
や
っ
ぱ
し
盲
姓
で
野
良
の
も
ん
だ
か
ら
な
｡
今
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五
瀞

は
こ
こ
は
天
下
太
平
､
今
年
は
雨
も
う
ま
い
具
合
に
降
っ
た
し
'
畑

の
も
の
や
果
樹
も
み
ん
な
恵
か
ね
え
｡
や
っ
ぱ
し
す
ぐ
乗
る
稔
り
の

秋
を
待
つ
と
し
よ
う
0
｣

(同
輩
)

働
ら
く
人
び
と
の
楽
天
性
を
浮
び
あ
が
ら
せ
た
描
寓
で
あ
る
｡
と

こ
ろ
が
'
村
人
た
ち
は
六
時
間
も
の
長
贋
舌
を
ふ
る
わ
れ
た
鼻
骨
の

尿
路
､
こ
ん
な
患
態
も
つ
く
｡

｢『
照
が
ま
だ
革
命
し
て
ね
え
の
に
､
坐
っ
て
る
尻
の
ほ
う
が
先
に

痛
く
な
っ
て
釆
た
だ
｡』
も
う
ひ
と
り
が
振
り
返
っ
て
､
そ
こ
に
張
裕

民
た
ち
が
い
る
の
を
見
る
と
'
す
ぐ
走
っ
て
行
っ
て
そ
の
男
を
つ
つ

い
た
｡
そ
の
男
は
い
う
の
を
や
め
て
､

一
寸
ウ
フ
フ
と
笑
っ
た
O
彼

ら
は
足
を
早
め
て
遠
の
い
て
行
っ
た
｡
｣

(第
十
七
章
六
個
鐘
頭
的
禽
)

新
し
い
圃
零
に
遼
巡
を
感
じ
た
李
之
群
は
い
う
｡

｢
ど
っ
ち
に
し
て
も
出
し
ゃ
ば
ら
ぬ
え
扱
う
が
え
え
だ
｡
お
ら
た

ち
､
ど
ん
な
こ
と
で
も
披
け
遺
を
の
こ
し
と
-
こ
ん
だ
｡
ち
と
貧
乏

に
な
っ
た
と
こ
ろ
で
､
ど
う
せ
前
世
か
ら
足
っ
て
る
こ
ん
だ
｡
寓
が

1
､
八
路
が
中
央
軍
に
や
ら
れ
て
､
く
ら
し
が
又
む
か
し
み
た
い
に

戻
っ
た
ら
'
ひ
ど
い
目
に
あ
う
の
は
や
っ
ぱ
し
あ
ら
た
ち
だ
｡
村
の

悉
某
が
ど
う
し
て
そ
う
す
ぐ
と
や
っ
つ
け
ら
れ
る
も
ん
け
え
O
｣
(籍

十
八
葺
合
後
)

こ
う
し
た
期
待
､
不
安
､
疑
惑
､
不
信
､
小
心
は
し
か
し
､
次
の

典
型
的
な
言
葉
を
生
む
の
に
､
巨
大
な
轡
革
の
深
部
を
昇
華
せ
し
む

る
こ
と
な
く
終
っ
て
い
る
｡
例
え
ば
､
顧
長
生

(八
路
軍
兵
士
)
の
母

(-
る
さ
型
の
ば
あ
さ
ん
)
は
3,ぅ
'

｢
う
ん
､
こ
ん
で
､
青
基
も
見
ら
れ
る
ち
ゅ
う
も
ん
だ
｡
村
で
こ

の
旗
竿
を
倒
し
て
し
ま
わ
ね
え
だ
ら
､
共
産
某
が
ど
ん
な
に
利
口
だ

っ
て
､
お
天
と
う
さ
ま
は
照
ら
し
や
し
ね
え
だ
-
･･･｡
｣

(第
四
十
七

草
決
戦
之
前
)

李
之
辞
が
侯
息
全
に
か
た
る
言
葉
は
'
膏
世
代
人
の
感
懐
で
も
あ

ろ
う
か
｡
侯
忠
生
の
感
懐
も
複
雑
で
あ
る
｡

ふ
pOい
こよ
み

｢
と
っ
つ
あ
ん
､
も
う
お
前
の
あ
の

皇

暦

は

使
え
な
く
な
っ
た

ら
し
い
だ
｡
い
ま
は
低
ん
と
に
世
の
中
が
担
っ
た
だ
で
な
o｣
(同
輩
)

｢
悪
人
に
や
､
結
局
は
患
い
報
い
が
あ
る
も
ん
だ
｡
因
果
癒
報
は

逃
れ
つ
こ
ね
え
｡
｣

(同
茸
)

鐙
文
貴
と
の
闘
宰
大
倉
､
議
長
に
推
さ
れ
た
李
賓
堂
じ
い
さ
ん

(地
主
孝
子
俊
の
身
内
だ
が
貧
し
い
)
は
い
う
､

｢
こ
ん
な
日
が
あ
ろ
う
と
は
夢
に
も
思
わ
な
か
っ
た
だ
｡
お
ら
が
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議
長
に
な
る
な
ん
て
よ
三
･･････.
｣

(第
四
十
九
茸
決
戦
之
二
)

か
つ
て
の
地
主
鐘
文
貴
は
､
今
や
農
民
の
思
い
の
ま
ま
で
あ
る
｡

闘
率
の
勝
利
は
像
憩
ど
お
り
に
貧
農
た
ち
の
も
の
と
な
る
｡
し
か
し

な
が
ら
､
輿
え
ら
れ
た
解
決
の
本
質
的
な
カ
づ
よ
さ
に
も
か
か
わ
ら

ず
､
譲
者
に
大
き
い
感
動
は
わ
か
な
い
よ
う
で
あ
る
｡
す
く
な
く
と

も
筆
者
に
と
つ
て
は
､
か
の
ベ
ル
デ
ン
が
､

｢
あ
ち
こ
ち
の
村
で
'
わ
た
く
L
は
幾
度
も
､
こ
れ
ら
の
農
民
が

か
れ
ら
の
つ
ら
さ
を
熱
心
な
拒
衆
に
昔
日
し
て
い
る
の
な
き
い
た
｡

l
人
､
貧
乏
な
首
姓
が
'
不
意
に
台
上
に
よ
じ
上
っ
て
､
地
主
が
首

｡ハ
I

セ
ン
ト
と
3,ぅ
利
率
で
貸
し
た
金
を
返
済
さ
せ
る
た
め
に
､
自

分
か
ら
作
物
を
と
り
あ
げ
た
た
め
に
､
百
分
の
父
親
は
ど
ん
な
具
合

に
餓
死
し
た
か
を
語
る
｡
ち
ょ
い
と
あ
た
し
を
見
て
て
さ
い
｡
女
な

の
に
男
み
た
い
に
働
ら
か
な
き
ゃ
な
ら
な
い
ん
で
す
｡
だ
け
ど
､
あ

た
し
は
お
な
か
が
す
い
て
い
る
か
ら
力
が
出
な
い
の
で
す
､
よ
く
働

ら
け
な
い
の
で
す
､
そ
れ
で
あ
た
し
は
た
た
か
れ
る
の
で
す
〓
そ
し

て
彼
女
は
な
き
出
す
｡
苦
悶
と
と
も
に
安
堵
の
涙
で
あ
る
と
い
っ
て

よ
い
か
と
わ
た
し
は
思
う
｡
な
ぜ
か
な
ら
ば
､
と
う
と
う
彼
女
は
､

彼
女
自
身
の
民
衆
の
中
に
自
分
の
悲
し
み
を
叫
び
出
す
こ
と
が
で
き

｢
太
陽
撫
養
桑
乾
河
上
｣
を
め
ぐ

っ
て

(島
田
)

る
司
祭
を
見
出
し
た
の
だ
っ
た
か
ら
だ
｡｣
｢
し
か
し
､
限
定
JJ
い
う

も
の
は
ち
ゃ
ん
と
守
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
.
中
国
人
は
も
と
も
と

乱
暴
な
民
衆
で
は
な
い
O
-
････････兵
樹
園
の
果
樹
を
伐
り
倒
し
て

し
ま
う
こ
と
も
な
か
っ
た
｡
民
衆
は
自
分
た
ち
白
身
の
た
め
に
こ
う

い
う
も
の
を
保
存
し
て
お
き
た
が
っ
た
の
だ
｡
殺
人
沙
汰
に
ま
で
行

く
こ
と
は
行
っ
た
が
､
そ
れ
は
そ
の
農
民
が
復
讐
を
望
ん
だ
か
ら
で

あ
っ
た
｡
そ
し
て
復
撃
は
私
的
な
仇
討
で
は
な
く
､
集
圏
的
な
復
讐

で
あ
り
､
村
全
鰭
の
深
い
と
こ
ろ
か
ら
湧
上
っ
た
大
き
な
熱
情
的
な

要
求
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
｡
裁
判
所
と
い
う
も
の
が

一
つ
も
な
か
っ

た
以
上
､
そ
の
仕
事
を
農
民
た
ち
は
か
れ
ら
白
身
の
手
で
片
づ
け
な

く
て
は
な
ら
な
か
っ
た
の
だ
‥
-
‥
-
‥
｡
｣
(ジ
ャ
ッ
ク
･
ベ
ル
デ
ソ
著

『中
国
は
世
界
を
動
か
す
』
安
藤
次
郎

･
陸
井
三
郎
･
前
芝
誠

1
共
謀
)

と
､
つ
づ
っ
た
感
動
の
質
に
う
な
ず
く
こ
と
が
で
き
る
の
に
'
丁

玲
の
こ
の
作
品
に
､
あ
る
意
味
の
よ
そ
よ
そ
し
さ
を
感
じ
ぬ
わ
け
に

は
い
か
な
か
っ
た
O
も
L
T
玲
が
ベ
ル
デ
ン
と
同
じ
よ
う
な
立
場
で

こ
れ
だ
け
の
も
の
を
招
い
た
と
し
た
ら
､
は
る
か
に
大
き
な
感
動
を

輿
え
う
る
作
品
に
な
っ
て
い
た
か
も
し
れ
な
い
と
思
わ
れ
る
の
で
あ

る
｡
そ
れ
は
丁
玲
と
い
う
作
家
の
'
作
家
と
し
て
の
性
格
か
ら
く
る
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瀞

面
も
大
き
い
と
考
え
ら
れ
る
し
､
白
分
の
碓
験
の
世
界
の
中
か
ら
､

自
分
の
存
在
を
常
に
意
識
的
に
お
り
こ
む
作
品
に
な
れ
た
彼
女
が
'

能
う
か
ぎ
り
作
品
の
世
界
の
外
に
立
ち
え
た
最
初
の
大
作
で
あ
る
だ

け
に
､
自
分
の
仕
事
の
せ
鼎
を
横
大
し
た
時
の
防
手
の
ち
が
う
状
態

を
､
そ
の
ま
ま
捻
り
の
深
さ
と
し
て
あ
ら
わ
し
て
し
ま
っ
た
と
も
い

え
る
で
あ
ろ
う
｡

先
の
侯
息
全
の
み
な
ら
ず
､
富
農
の
顧
湧
も

｢
若
え
も
ん
は
世
間
知
ら
ず
だ
か
ら
な
/
｣

(第

二
卑
鰐
皮
大
草
)

と
い
う
へ
た
っ
た

三
百
の
つ
ぶ
や
き
を
輿
え
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ

て
､
ど
う
い
う
人
物
か
と
い
う
こ
と
が
す
ぐ
う
な
ず
け
る
ほ
ど
我
々

の
中
に
生
き
て
い
な
が
ら
､
彼
が
敵
地
を
思
い
立
つ
ま
で
の
､
土
地

に
封
す
る
深
い
執
着
が
何
ほ
ど
に
も
措
か
れ
て
い
な
い
｡
物
語
中
の

さ
さ
や
か
な
樺
愛
を
と
り
あ
げ
て
み
て
も
'
か
つ
て
は
鐘
文
貴
の
下

男
を
し
て
い
た
程
仁
と
､
鐙
文
貴
の
姪
で
文
字
勉
張
碓
の
発
生
黒
姫

と
は
､
愛
し
合
っ
て
㌘
る
樺
人
で
あ
り
な
が
ら
､
鍾
文
貴
の
存
在
す

る
た
め
に
'
お
互
い
を
見
る
こ
と
も
変
す
る
こ
と
も
許
さ
ぬ
立
場
に

患
い
こ
.ま
れ
て
い
る
と
い
う
が
､
し
か
し
,そ
う
し
た
状
態
に
お
か
れ

て
い
る
樺
人
た
ち
の
愛
情
,n,-
苦
し
み
が
描
き
き
れ
て
い
な
い
た
め
に
､

土
地
改
革
と
い
う
社
骨
的
要
請
の
前
に
お
け
る
人
間
関
係
､
殊
に
個

人
の
愛
情
が
､
充
分
な
同
情
や
共
感
を
よ
び
お
こ
す
ま
で
成
熟
せ
ず

に
終
っ
て
い
る
｡
人
間
の
幸
不
幸
は
､
下
部
構
造
の
改
革
に
よ
っ
て

決
せ
ら
れ
る
と
す
る
立
場
か
ら
'
最
後
に
は
こ
の
櫛
人
た
ち
も
明
る

く
結
ば
れ
る
と
い
う
ふ
う
に
暗
示
し
て
解
決
す
る
丁
玲
の
筆
は
､
か

っ
て
の

『
謬
非
女
士
的
日
記
』
の
著
者
の
､
人
間
に
封
す
る
愛
情
が
､

い
か
な
る
襲
化
を
経
た
か
を
考
え
さ
せ
る
キ
メ
ン
ト
を
も
っ
て
い
る

よ
う
に
も
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
が
､
人
間
の
愛
情
に
封
す
る
信
頼
感

と
奨
天
性
が
'
粗
い
単
純
さ
に
お
き
か
え
ら
れ
る
認
識
の
し
か
た
や
､

深
い
措
弟
態
度
を
､
感
じ
さ
せ
る
の
は
筏
念
で
あ
る
｡

更
に
い
え
ば
ー
工
作
貞
女
采
の
公
式
的
な
官
僚
性
が
ひ
き
お
こ
す

種
々
の
失
敗
に
つ
い
て
み
て
も
､
孤
剰
以
南

0
こ
つ
け
い
と
悲
惨
を

あ
わ
せ
た
よ
う
な
不
愉
快
さ
が
あ
る
し
､
神
格
に
近
い
章
品
の
描
き

方
も
き
わ
め
て
安
易
で
あ
っ
て
､
人
間
と
し
て
の
共
感
に
と
ほ
し

く
､
他
の
農
民
た
ち
の
硝
馬
と
し
て
は
じ
め
の
方
に
示
さ
れ
る
篤
真

性
と
､
完
全
に
分
裂
し
て
い
る
｡
必
要
な
人
物
を
設
定
し
な
け
れ
ば

な
ら
ぬ
と
い
う
枠
に
は
め
こ
ん
だ
と
こ
ろ
か
ら
'
重
大
な
快
格
を
生

ん
で
い
る
こ
と
は
否
定
.1J
き
な
い
｡
丁
玲
の
作
品
経
歴
の
中
で
､
大
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謄
な
ま
で
に
人
間
意
識

へ
の
彫
り
を
み
せ
る

『
渉
非
女
士
的
日
記
』

な
ど
か
ら
み
る
と
､
あ
っ
け
な
い
ほ
ど
の
筆
の
軽
さ
で
も
あ
る
｡
奨

革
期
の
興
奮
の
中
に
あ
る
群
像
を
措
く
Lj
と
が
､
そ
れ
ほ
ど
単
純
に

あ
っ
か
わ
れ
て
よ
い
と
､
筆
者
に
は
ど
う
し
て
も
思
え
な
い
.

『
太
陽
照
在
桑
乾
河
上
』
の
文
章
は
か
な
り
む
つ
か
し
い
｡
そ
の

む
つ
か
し
さ
を
論
外
に
す
れ
ば
､
脅
請
に
も
ら
れ
た
内
容
は
､
空
利

と
の
結
び
つ
き
に
封
し
率
直
に
神
経
を
は
た
ら
か
す
県
民
を
と
ら
え

る
こ
と
に
は
､
成
功
し
て
い
る
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
｡
そ
う
し
た
鮎

か
ら
い
っ
て
､
い
ろ
い
ろ
な
駅
格
を
ふ
く
み
な
が
ら
も
､
農
民
を
描

く
こ
と
に
虫
い
て
は
'
や
は
り
秀
れ
た
面
を
も
つ
作
品
で
あ
る
こ
と

を
否
定
し
得
な
い
｡
土
地
を
愛
し
､
土
地
に
生
き
る
農
民
と
共
に
生

活
し
た
人
で
な
け
れ
ば
､
し
か
も
自
己
里
向
み
に
お
い
て
で
な
く
農

民
の
生
活
を
照
験
し
た
人
で
な
け
れ
ば
'
と
ら
え
る
こ
と
の
で
き
な

い

面
を
描
き
え
た
と
い
う
､
誇
ら
か
な
成
果
聖
不
し
て
い
る
と
い
っ

て
よ
い
で
あ
ろ
う
｡
そ
の
上
､
農
民
に
封
す
る
信
頼
､
生
活
に
封
す

る
確
信
は
､
ま
だ
ま
だ
解
放
さ
れ
て
い
な
い
農
村
の
冥
情
-

例
え

ば
侯
息
全
の
'
妻
に
封
す
る
言
葉
も
そ
れ
で
あ
り
､
婦
女
聯
合
倉
の

識
字
班
に
集
ま
っ
て
く
る
女
た
ち
は
比
較
的
ゆ
と
り
の
あ
る
家
の
若

｢
太
陽
頗
在
桑
乾
河
上
｣
を
め
ぐ
っ
て

(島
田
)

手
だ
け
と
い
う
悩
み
も
そ
う
で
あ
る
-

を
､
そ
の
ま
ま
措
い
て
た

じ
ろ
が
な
い
だ
け
の
も
の
を
も
つ
で
い
る
と
い
え
る
｡
そ
の
基
本
的

な
信
頼
は
､
全
篇
を
通
じ
て
も
つ
と
も
筆
の
長
い
章
､
第
三
十
七
章
､

英
樹
園
間
隙
起
釆
了

(果
樹
園
に
囲
寧
起
る
)
に
お
い
て
､
農
民
集
菌

の
健
廉
さ
明
る
さ
善
良
さ
が
､
丁
玲
白
身
の
素
朴
な
感
動
と
相
ま
っ

て
､
生
き
生
き
と
あ
ら
.わ
れ
て
い
る
｡
こ
こ
に
は
､
革
命
の
す
ぼ
ら

し
さ
を
､
作
中
人
物
と
共
に
誇
ら
し
く
た
た
え
て
い
る
作
家
丁
玲
の

眼
が
､
の
ぞ
い
て
い
る
｡
そ
う
し
た
文
章
の
中
に
､
時
と
し
て
､
全

照
の
碓
弟
と
不
釣
合
に
美
し
い
風
景
碓
寛
が
あ
る
こ
と
も
注
意
す
べ

き
鮎
で
あ
ろ
う
O
農
民
の
自
然
観
察
と
は
異
質
な
'
あ
く
ま
で
も
都

市
の
イ
ン
テ
リ
の
眼
に
よ
っ
て
感
動
を
も
り
こ
ま
れ
た
息
吹
を
も
つ

文
章
だ
か
ら
で
は
あ
る
ま
い
か
｡

そ
れ
に
し
て
も
'

｢
中
国
農
民
盾
が
､
戦
肇
と
革
命
の
.領
域
に
注
ぎ
こ
ん
だ
ま
ば
ゆ

い
ば
か
り
の
希
望
と
'
人
を
殺
し
か
ね
ま
じ
い
深
い
憎
意
と
は
､
殆

ん
ど
そ
の
社
食
を
吹
飛
ば
し
て
し
ま
う
ぽ
か
り
に
､
原
子
爆
弾
の
よ

う
な
威
力
で
爆
畿
し
て
中
国
社
倉
の
内
部
に
情
緒
的
な
エ
ネ
ル
ギ
ー

を
放
出
さ
せ
た
｡
｣

(前
出
ベ
ル
デ

ソ
著
)
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夢
五
瀞

と
い
う
､

]
外
人
で
さ
え
鰭
感
し
え
た
､
こ
の
情
緒
的
な

エ
ネ
ル

ギ
ー
を
経
験
し
た
は
ず
の
丁
玲
が
､
ど
う
し
て
そ
の
感
動
を
作
品
の

中
に
､
高
く
結
晶
さ
せ
え
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
｡
さ
ま
ざ
ま
の
動

揺
を
経
な
が
ら
､
立
ち
上
り
そ
う
で
な
か
な
か
立
ち
上
ろ
う
と
し
な

い
農
民
の
動
き
を
克
明
に
措
い
て
､
過
大
な
欲
望
と
自
主
性
の
映
如

が
､
農
民
の
生
活
原
理
の
肌
理
を
そ
れ
る
こ
と
な
く
､
力
と
意
志
に

ょ
っ
て
き
た
え
ら
れ
て
い
く
過
程
の
括
霧
と
し
て
は
､
作
品
の
前
年

に
無
理
が
な
か
つ
た
に
も
拘
わ
ら
ず
､
感
銘
を
残
す
に
は
カ
が
錫
か

っ
た
の
で
あ
も
｡
登
場
人
物
が
必
ら
ず
L
も

1
律
で
な
く
､
ま
た
人

物
造
型
に
あ
る
程
度
の
成
果
を
も
ち
な
が
ら
も
､
後
年
に
入
る
と
登

場
人
物
は
金
閣
的
に
み
て
印
象
を
稀
薄
に
す
る
｡
作
者
の
意
園
が
､

作
品
に

一
貫
し
て
い
た
と
し
て
も
､
後
年
に
な
る
と
､
登
場
人
物
に

加
え
て
い
る
慣
値
許
債
を
そ
の
ま
ま
､
あ
ら
わ
に
し
て
い
る
だ
け
で

あ
る
か
ら
.か
も
し
れ
な
い
｡
人
物
群
が
土
地
改
革
の
成
功
の
前
に
冷

え
て
い
く
､
そ
れ
は
こ
の
場
合
､
読
後
感
に
感
動
を
も
り
こ
む
力
づ

よ
さ
に
は
到
ら
ず
､
作
者
の
弱
い
面
を
示
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
｡

丁
玲
は
､
鑓
文
貴
と
の
国
事
が

1
段
落
を
つ
げ
た
時
に
､
こ
う
い

う
言
葉
を
終
り
に
か
い
て
い
る
｡

｢
こ
れ
は

1
つ
の
終
局
で
あ
る
､
し
か
し
ま
た
登
端
で
も
あ
る
の

だ
｡
｣

(第
五
十
茸
決
戦
之
三
)

土
地
改
革
､
中
開
の
革
命
は
こ
れ
か
ら
だ
と
い
う
の
が
作
者
の
言

葉
の
意
固
で
あ
る
が
､
中
国
新
文
単
も
ま
た
こ
れ
か
ら
と
い
う
期
待

を
も
､
こ
の
言
葉
に
は
こ
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
筆
者
は
思
う
の

で
あ
る
｡

四

以
上
の
よ
う
な
考
察
か
ら
､
新
中
図
に
お
け
る
創
作
の
理
論
と
実

際
と
の
関
係
を
す
こ
し
検
討
し
て
み
よ
う
と
思
う
｡
菊
池
三
郎
氏
の

『
現
代
中
国
文
勢
史
』
に
よ
れ
ば
､

『
太
陽
照
在
桑
乾
河
上
』
は
､

中
国
に
お
け
る
弟
二
の
文
撃
革
命
の
位
置
を
占
め
る
も

の
だ
と
い

ぅ
｡
菊
池
氏
の
分
析
で
は
'
第

一
の
文
革
革
命
は
革
命
の
拾
い
手
の

奨
化
を
つ
げ
る
モ
メ
ン
ト
で
あ
り
､
第
二
の
文
挙
革
命
は
文
挙
そ
の

も
の
の
繕
い
手
が
襲
っ
た
こ
と
を
つ
げ
る

一
つ
の
モ
メ
ソ
ト
で
あ
る

が
､
第
二
の
道
標
と
し
て
あ
る
の
が
こ
の
作
品
だ
と
さ
れ
る
｡
文
拳

そ
の
も
の
の
清
い
手
と
は
､
作
家
の
み
を
指
す
の
で
な
く
､
譲
者
全

鰐
を
ふ
く
め
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
､
既
に
知
ら
れ
る
如
く
､
竜
洋
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束
の
文
垂
講
話
に
明
確
に
規
定
さ
れ
て
い
る
事
柄
で
あ
る
｡
し
か
も
､

こ
の
第
二
の
文
勢
革
命
で
､
文
革
の
結
い
手
の
奨
化
と
い
う
重
要
な

底
連
に
つ
れ
て
､
文
笹
の
.質
が
同
時
に
撃
っ
た
と
い
う
こ
と
も
､
共

に
あ
っ
さ
り
認
め
ら
れ
た
専
責
の
よ
う
に
見
う
け
ら
れ
る
｡
け
れ
ど

も
､
我
々
は
こ
の
事
寅
に
こ
そ
､
深
く
注
意
し
た
い
の
で
あ
る
｡

丁
玲
が
こ
の
作
品
を
か
く
以
南
､
既
に
延
安
に
お
い
て
新
中
国
の

蛮
術
創
造
の
た
め
に
､
文
垂
に
と
つ
て
の
歴
史
的
な
根
本
理
論
が
畿

表
さ
れ
て
い
る
｡
そ
れ
は
い
う
ま
で
も
な
く
､

『
在
廷
安
文
憂
慮
談

倉
上
的
講
話
』

一
九
五
二
年
五
月

で
あ
り
'
今
日
我
々
が
手
に
し
う

る
か
ぎ
り
の
新
中
園
の
女
畢
作
品
は
'
す
べ
て
こ
の
講
話
の
基
本
線

に
そ
っ
て
か
か
れ
た
も
の
だ
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
｡
そ
し
て
､
中
国

革
命
の
大
事
業
に
と
っ
て
､
文
革
が
ど
の
よ
う
な
あ
り
方
で
要
求
さ

れ
た
か
と
い
う
こ
と
を
見
る
障
､
我
々
は
そ
れ
が

｢
闘
い
の
武
器
｣

と
し
て
の
文
拳
と
い
う
規
定
を
輿
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
知
る
｡

｢中
国
人
民
解
放
の
た
め
の
我
々
の
闘
い
に
は
､
い
ろ
い
ろ
な
戦

線
が
あ
る
が
､
中
で
も
特
に
と
り
あ
げ
る
べ
き
も
の
に
文
武
の
二
つ

の
戦
線
が
あ
る
｡
そ
れ
は
つ
ま
り
'
文
化
戦
線

と
軍
事
戦
線
で
あ

る
｡
｣

(在
廷
安
文
垂
座
談
倉
上
的
講
話
引
言
)

｢
太
陽
照
衣
桑
乾
河
上
｣
を
め
ぐ
っ
て

(島
田
)

丁
玲
が
こ
う
し
た
文
化
戦
線
､

｢
闘
い
の
武
器
｣
と
し
て
､
作
品

を
か
い
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
｡
し
か
し
､
大
衆
路
線
を
貫
徹

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

す
る
と
い
う
意
識
下
に
､
土
地
改
革
の
偉
大
な
る
完
速
と
､
そ
の
過

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

程
に
お
け
る
､
偉
大
な
る
人
民
大
衆
の
奨
化
こ
そ
確
か
ね
ば
な
ら
ぬ

と
し
た
第

一
義
的
な
前
提
は
､
作
者
の
前
に
大
き
く
立
ち
は
だ
か
っ

た
も
の
と
し
て
､
我
々
の
目
に
う
つ
つ
て
く
る
｡
残
念
な
が
ら
作
品

の
破
綻
は
､
大
叙
事
詩
の
格
調
の
高
さ
に
と
っ
て
､
前
提
が
充
分
な

樫
権
で
あ
っ
た
こ
と
聖
不
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
｡

｢
人
民
の
生
活
の
中
に
は
､
も
と
も
と
文
畢
垂
術
の
素
材
で
あ
る

錬
脈
が
存
在
し
て
い
る
｡
そ
れ
は
白
鷹
の
ま
ま
の
形
を
し
た
も
の
で

あ
り
､
荒
け
ず
り
な
も
の
で
あ
る
｡
し
か
し
な
が
ら
､
も
っ
と
も
生

き
生
き
と
し
た
､
そ
し
て
も
つ
と
も
ゆ
た
か
な
､
も
っ
と
も
基
本
的

な
も
の
で
も
あ
る
の
だ
｡
｣

(前
出
文
垂
講
話
⇔
)

と
い
う
毛
津
東
の
.言
葉
は
､
ゆ
た
か
な
源
泉
の
所
在
を
さ
し
示
し

で
も
'
そ
こ
か
ら
何
を
ど
う
く
み
出
し
て
く
る
か
に
は
ふ
れ
て
い
な

い
｡
そ
れ
は
作
家
た
ち
の
具
鷺
的
な
仕
事
で
あ
る
｡
そ
し
て
丁
玲
は
､

こ
れ
だ
け
の
素
材
範
囲
と
､
こ
れ
だ
け
の
鰐
験
を
も
ち
な
が
ら
'
作

家
の
エ
ネ
ル
ギ
I
と
精
神
力
を
､
大
き
く
躍
動
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
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夢
五
放

な
か
っ
た
｡
彼
女
は
材
料
の
大
き
さ
と
､
方
向
の
要
請
C
前
に
つ
ふ

れ
て
し
ま
っ
た
よ
う
で
あ
る
｡

更
に
い
う
な
ら
ば
､
文
革
に
発
行
す
る
に
理
論
が
あ
る
､
と
い
う

事
蜜
が
､
貿
際
の
作
品
の
中
に
作
家
の
精
神
力
と
讃
者
の
精
耐
力
と

を
阻
害
し
て
い
る
と
い
え
は
し
な
い
か
｡
こ
の
こ
と
は
､
文
垂
戦
線

と
し
て
あ
っ
た
革
命
執
事
最
中
で
の
文
革
創
造
に
封
し
て
放
つ
べ
き

言
葉
で
な
い
か
も
し
れ
な
い
｡
だ
が
､
文
革
と
は
､
背
景
や
社
食
的

候
件
の
一
切
､
ま
た
作
家
の
来
歴
ま
で
､
汲
備
知
識
と
し
て
も
た
な

け
れ
ば
わ
か
ら
な
い
､
と
い
う
も
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
.
む
ろ
ん

文
革
そ
れ
自
照
が
､
巌
蚕
と
し
て
､
自
律
排
他
的
に
完
全
に
猫
立
し

て
あ
り
う
る
､
と
は
ー
こ
れ
ま
で
の
歴
史
も
語
っ
て
い
な
い
｡
し
か

し
､
そ
れ
は
外
的
な
俵
件
､
あ
る
い
は
力
関
係
の
如
何
に
よ
っ
て
､

時
に
轡
形
さ
れ
､
誇
張
さ
れ
､
歪
曲
さ
れ
､
ま
た
時
に
は
忘
却
さ
れ
､

干
渉
さ
れ
る
こ
と
な
ど
に
､
関
係
が
な
い
と
は
い
え
な
い
ー
と
い
う

こ
と
な
の
で
は
あ
る
ま
い
か
｡
だ
か
ら
こ
そ
我
々
の
不
満
は
､
い
ま

新
し
い
カ
を
経
験
し
て
い
る
国
々
に
､
そ
の
新
し
い
カ
の
誕
生
に
お

け
る
の
び
の
び
し
た
人
間
性
が
､
も
つ
と
験
す
と
こ
ろ
な
く
自
由
な

魂
を
も
っ
て
あ
ら
わ
れ
る
こ
と
を
求
め
て
い
る
の
だ
と
い
え
は
し
な

い
だ
ろ
う
か
｡
我
々
が
い
ま
､
新
中
園
の
文
革
に
Lq,い
て
そ
の
畿
展

を
阻
害
し
て
い
る
と
思
う
こ
と
は
､
や
は
り
作
家
や
譲
者
の
.､
自
由

な
精
神
の
.飛
邦
に
枠
と
な
っ
て
い
る
理
論
の
.先
行
性
だ
と
考
え
ら
れ

る
｡
も
ち
ろ
ん
困
難
な
問
題
で
は
あ
ろ
う
｡
そ
し
て
次
の
記
述
は
ま

た
そ
の
不
満
を
､
よ
り
明
確
に
棋
損
の
あ
る
も
の
と
す
る
｡

)
､
作
品

･
工
作
に
発
行
し
て
､
文
畢
理
論

･
遊
動
理
論
が
生
ま

れ
､
こ
の
理
論
に
よ
っ
て
作
品
も
連
動
も
組
み
立
て
ら
れ
育
成

さ
れ
た
｡
そ
の
理
論
の
貿
践
の
検
誼
と
し
て
､
文
畢
作
品

･
文

革
運
動
が
あ
ら
わ
れ
た
の
で
あ
る
｡

二
､
中
国
革
命
の
ば
あ
い
に
は
､
北
方
文
畢

･
文
畢
遊
動
そ
の
も

の
が
､
そ
の
ま
ま
全
軍
命
運
動
の
構
成
部
分
と
し
て

(文
化
の

軍
隊
)
'

統

一
さ
れ
た
意
識
的
計
憲
的
な
運
動
を
な
し
て
い

た
｡
そ
の
も
の
が
革
命
機
関
の
組
成
部
分
を
な
し
て
い
た
の
で

あ
る
｡
菊
池
三
郎
著

『現
代
中
国
文
撃
史
』

菊
池
三
郎
氏
は
､
こ
の
分
析
と
事
賓
に
封
し
て
､
大

へ
ん
同
意
的

も
し
く
は
擁
護
的
な
立
場
で
同
著
を
つ
ら
ぬ
い
て
怠
ら
れ
る
よ
う
で

あ
る
け
れ
ど
も
､
む
し
ろ
こ
こ
に
こ
そ
､
文
笹
に
封
す
る

一
つ
の
警

鐘
を
韓
取
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
思
う
の
で
あ
る
｡
か
か
げ
ら
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れ
た
目
標
の
正
し
さ
の
ゆ
え
に
､
反
封
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
新
中

国
の
政
治
盟
論
か
ら
涯
生
す
る
も
の
と
し
て
､
そ
れ
に
生
の
ま
ま
し

た
が
う
'
い
わ
ば
育
鮎
の
よ
う
な
作
用
聖
不
し
て
も
い
る
と
い
え
よ

う

ノ

0｢
し
か
も
､
よ
し
文
拳
は
政
治
に
従
属
す
る
と
い
う
こ
と
を
公
理

と
す
る
に
せ
よ
､
文
拳
が
文
畢
で
あ
る
と
い
う
､
き
わ
め
て
里
純
な

理
由
に
ょ
つ
て
､
こ
の
公
理
の
擁
護
さ
れ
た
根
源
に
は
､
作
家
の
自

主
的
な
､
千
帯
人
と
い
え
ど
も
我
行
か
ん
と
す
る
文
革
精
神
が
厳
乎

と
し
で
存
在
し
た
の
で
あ
る
O
こ
の
こ
と
を
理
解
せ
ず
に
中
国
近
代

史
畢
'
魯
迅
の
博
銃
､
と
き
に
は
そ
の
旗
が
氷
雪
に
た
れ
､
と
き
に

は
春
風
に
は
た
め
い
た
幾
碍
愛
を
語
る
こ
と
は
で
き
な
い
｡
こ
の
こ

と
を
忘
れ
た
も
の
だ
け
が
､
南
北
文
峯
の
統

1
を
'
中
国
文
峯
の
卑

俗
な

｢
政
治
｣
主
義

へ
の
屈
服
の
如
く
に
詮
き
､
或
は
ま
た
､
申
国

文
聾
者
が
畢
っ
て
卑
俗
な

｢
政
治
｣
主
義
者
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
か

の
如
く
に
詮
き
う
る
の
で
あ
る
｡
と
も
に
中
国
の
新
し
い
政
治
と
新

し
い
文
笹
と
へ
の
無
理
解
の
表
白
で
あ
る
こ
と
に
愛
り
は
な
い
｡
｣

(前
出
菊
池
三
郎
著
)

こ
の
擁
護
が
､

一
面
で
は
異
箕
で
大
切
な
言
葉
を
も
ち
な
が
ら
も
､

｢
太
陽
用
在
桑
乾
河
上
｣
を
め
ぐ
っ
て

(
島

田
)

や
は
り
中
国
の
文
拳
の
､
現
段
階
に
封
す
る
た
だ
全
面
的
な
肯
定
と

し
て
あ
る
か
ぎ
り
は
､
新
し
い
展
開
の
た
め
の
力
づ
け
に
親
切
な
立

場
で
は
な
く
な
っ
て
い
る
と
3,わ
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
0
時
代

の
埼
外
に
高
踏
的
に
作
家
が
在
る
､
と
い
う
の
で
な
く
､
時
代
と
共

に
生
き
な
が
ら
､
な
お
時
代
の
枠
に
所
有
さ
れ
て
し
ま
わ
な
い
魂
が
､

我
々
に
語
り
か
げ
ろ
も
の
こ
そ
必
要
な
の
で
は
な
か
ろ
う
か
｡
我
々

な
た
の

し
ま
せ
､
感
動
さ
せ
､
生
き
前
進
さ
せ
る
こ
と
の
で
き
る
文

単
､
そ
れ
は
お
そ
ら
く
､
創
造
の
あ
ら
ゆ
る
段
階
に
お
い
て
､
人
間

こ
そ
が
最
高
0

億
倍
の
基
準
と
な
る
文
峯
で
あ
ろ
う
｡
そ
れ
が
個
性

的
に
深
く
､
し
か
も
普
通
的
な
も
の
と
し
て
､
ゆ
た
か
な
自
由
の
精

神
に
花
ひ
ら
く
こ
と
を
我
々
は
の
ぞ
む
の
で
掛
る
｡
プ

ロ
レ
タ
リ
ア

ー
ト
､
人
民
大
衆
の
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
と
､
も
れ
る
こ
と
の
な
い
人
間
性

の
.獲
得
と
に
と
つ
て
､
こ
の
こ
と
は
決
し
て
矛
盾
し
た
課
題
で
は
な

い
で
あ
ろ
う
0
香
､
む
し
ろ
そ
う
し
た

ヘ
ゲ

モ

ニ
ー
の
も
と
で
こ

そ
､
す
ぼ
ら
し
い
文
革
は
生
ま
れ
る
の
だ
と
い
う
期
待
を
も
て
ば
こ

そ
､
そ
う
い
い
た
い
の
で
あ
る
｡

五
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五
放

丁
玲
が
こ
の
作
品
を
完
成
す
る
に
い
た
る
ま
で
に
は
､
そ
れ
こ
そ
､

第
二
の
文
畢
革
命
と
さ
れ
る
だ
け
の
血
み
ど
ろ
の
足
あ
と
が
刻
ま
れ

た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
｡

｢
あ
の
.こ
ろ
ど
う
し
て
小
詮
を
か
く
よ
う
に
な
っ
た
の
か
､
考
え

て
み
ま
す
O
に
､
そ
れ
は
寂
実
か
ら
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
｡
証
合
に

封
す
る
不
満
や
､
自
分
の
生
活
の
出
口
の
な
さ
な
ど
､
津
山
の
こ
と

が
あ
っ
て
､
ど
う
で
も
話
し
た
い
の
に
､
き
い
て
も
ら
う
人
が
見
嘗

ら
な
い
-
-
…
｡
｣
(『
丁
玲
代
表
作
選
』
編
序
の
文
)

t
九
二
七
年
､
創
作
を
始
め
た
頃
の
自
分
を
回
想
し
て
語
っ
た
丁

玲
が
､
廷
安
に

)
歩

一
歩
と
た
ど
り
つ
く
ま
で
に
'
ま
た
た
ど
り
つ

い
て
か
ら
'
ど
れ
ほ
ど
の
厚
み
の
も
の
を
持
て
な
け
れ
ば
な
ら
な
か

っ
た
か
は
､
多
く
の
延
安
以
後
の
作
品
に
み
え
る
し
､
彼
女
が
賃
際

に
革
命
を
生
き
て
来
た
と
い
う
こ
と
を
､
次
の
言
葉
は
感
動
深
く
つ

た
え
て
い
る
｡

｢
わ
れ
わ
れ
は
労
働
者
や
農
民
と
も
つ
と
も
緊
密
な
緩
解
.変
た
も

た
ざ
る
を
え
ま
せ
ん
で
し
た
｡
で
な
い
と
､
わ
れ
わ
れ
は
､
垂
術
は

も
ち
ろ
ん
､
わ
れ
わ
れ
の
生
命
さ
え
維
持
で
き
な
か
っ
た
O
で
す
O｣

(
.'(
～
チ
エ
ツ
卜
者

『綴
足
を
解
い
た
中
尉
』
山
田
坂
仁

･
小
川
修
共
讃
)

こ
の
こ
と
ば
は
､
丁
玲
と
し
て
歩
み
え
た
生
活
の
内
容
を
そ
の
ま

ま
つ
た
え
た
も
の
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
｡
壁
に
つ
き
嘗
り
､
生
活
に
戻

り
'
そ
し
て
生
活
を
い
か
に
珠
大
す
る
か
と
い
う
彼
女
白
身
の
課
題

に
封
す
る
回
答
で
も
あ
っ
た
｡
毛
津
東
が
文
垂
講
話
の
引
言
で
'
自

分
が
人
民
大
衆
､
エ
鼻
階
級
､
八
路
軍
兵
士
た
ち
と
共
に
生
活
し
た

中
で
､
何
が
本
官
に
美
し
い
も
の
か
と
い
う
こ
と
を
知
っ
た
と
い
う

言
葉
は
､
彼
自
身
の
感
動
が
､
率
直
で
し
か
も
炭
窯
な
ひ
び
尊
を
も

ち
つ
つ
'
我
々
に
つ
た
わ
る
も
の
を
も
っ
て
い
る
｡
し
か
し
､
丁
玲

の
生
活
の
中
で
､
ギ
-
ギ
-
の
と
こ
ろ
に
出
た
右
の
言
葉
と
'
人
民

の
中
に
す
べ
て
が
､
と
い
う
こ
と
を
至
上
命
令
と
し
た
作
品
と
の
間

に
は
､
感
動
3
質
が
こ
と
な
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
｡
そ
れ
が

例
え
ば
､
作
品
の
終
り
の
､
事
態
収
拾
の
粗
雑
さ
に
あ
ら
わ
れ
､
丁

籍
の
疲
弊
を
感
じ
さ
せ
る
筆
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
｡
第
在
前
達

(ま
え
が
き
)
で
は
､

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
旅
行
の
た
め
に
急
い
だ
と
､
事

情
を
哲
明
し
て
い
る
け
れ
ど
も
､
初
版
と
､
筆
者
が
テ
キ
ス
･L
と
し

た
第
四
版
と
の
問
に
､
さ
し
て
大
き
な
轡
化
は
み
ら
れ
な
い
｡

『
太
陽
照
在
桑
乾
河
上
』
が
丁
玲
の
歴
史
に
お
い
て
､

1
つ
の
ピ

ー
ク
と
し
て
結
晶
し
た
と
い
わ
れ
る

(菊
池
三
郎
氏
)
だ
け
に
､
中
国
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の
あ
の
匿
史
を
か
え
る
大
事
業
､
多
く
の
血
と
浜
を
流
し
'
時
に
は

多
大
の
犠
牲
も
は
ら
い
､
罪
意
も
行
わ
れ
た
で
あ
ろ
う
よ
う
な
､
そ

う
し
た
世
紀
の
地
の
底
か
ら
の
わ
き
立
ち
が
､
感
動
に
も
り
あ
げ
ら

れ
ず
'
平
静
に
措
か
れ
あ
わ
つ
た
土
地
改
革
で
あ
る
の
を
､
我
々
は

大

へ
ん
魂
念
に
思
う
｡
丁
玲
の
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
が
､
文
筆
生
活
の

露
盤
'
波
潤
の
生
清
を
通
し
て
あ
ら
わ
れ
き
た
を
わ
れ
､
今
日
の
域

に
到
達
し
た
と
は
い
え
て
も
､
そ
れ
が
作
品
の
上
で
型
通
り
の
正
し

さ
に
お
け
る
安
直
さ
に
終
っ
て
は
な
る
ま
い
｡
そ
し
て
叉
､
丁
玲
と

し
て
も
つ
て
い
る
あ
た
た
か
さ
と
'
人
生

へ
の
き
び
し
い
態
度
'
垂

術

へ
の
昇
華
で
鼓
虚
な
態
度
を
､
し
ぼ
ら
れ
た
も
の
と
し
て
ほ
な
ら

な
い
の
で
あ
る
.
そ
う
で
な
け
れ
ば
'

い
つ
ま
で
も
､
社
食
主
義
固

い
女
撃
は
､
世
界
町
人
び
と
に
か
た
り
か
け
る
に
貰
っ
て
､
あ
る
危

供
を
残
す
お
そ
れ
た
し
と
し
な
い
｡

筆
者
は
'
中
国
の
作
家
た
ち
が
､
千
再
人
と
い
え
ど
も
我
行
か
ん
､

と
い
う
意
気
と
､
秀
れ
た
文
拳
的
資
質
を
有
し
て
い
る
こ
と
を
疑
い

は
し
な
い
.
同
時
に
ま
た
､
敢
骨
牌
制
が
奨
り
､
指
導
理
論
が
正
確

に
く
る
い
な
く
打
ち
立
て
ら
れ
た
と
し
て
も
､
そ
こ
に
生
活
し
て
い

る
人
び
と
は
や
は
り
､
我
々
の
菩
怒
哀
楽
の
情
と
飴
り
ち
が
わ
な
い

｢
太
陽
照
衣
桑
乾
河
上
｣
を
め
ぐ
っ
て

(
島
田
)

も
の
を
所
有
す
る
人
び
と
だ
ろ
う
と
考
え
る
.
そ
し
て
'
コ
ミ
ュ

ニ

ズ
ム
の
も
つ
最
大
の
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
が
､
す
べ
て
の
人
び
と
の
物

質
的
生
活
の
俣
野
と
､
そ
の
無
限
の
向
上
に
あ
る
こ
と
を
､
否
定
す

る
こ
と
の
で
き
な
い
立
派
な
面
だ
と
考
え
る
が
､
そ
の
実
規
の
た
め

に
'
数
多
く
の
.約
束
や
規
約
を
伴
っ
て
つ
く
ら
れ
た
多
く
の
理
論
が
'

ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
に
と
っ
て
必
ず
し
も
全
面
的
に
正
し
い
方
向
を
輿

え
た
と
い
え
な
い
の
で
は
な
い
か
と
お
そ
れ
る
｡
特
に
､
垂
術
に
と

っ
て
は
､
前
提
と
理
論
が
い
か
に
立
派
で
あ
つ
て
も
､
そ
れ
が
約
束

と
し
て
萎
術
を
規
制
す
る
と
き
'
す
ぼ
ら
し
い
白
由
精
神
の
所
産
は

あ
り
え
な
い
と
思
う
｡

ゴ

ー
リ
キ
I
は
､
自
己
の
文
畢
生
活
の
中
か
ら
､
文
輿
論
を
あ
ら

わ
し
た
｡
そ
れ
は
彼
の
み
が
生
き
え
た
世
界
の
中
で
結
晶
さ
れ
た
展

賞
と
高
さ
に
み
ち
て
お
り
､
彼
の
生
活
の
直
感
的
で
科
挙
的
な
確
信

に
あ
ふ
れ
て
い
る
｡
し
か
し
彼
が
打
ち
た
て
た
理
論
だ
け
が
､
不
動

の
金
字
塔
に
輝
や
垂
を
放
ち
う
る
も
の
で
は
な
く
､
ま
し
て
彼
は
そ

の
理
論
の
検
詮
の
た
め
に
作
品
を
生
ん
だ
の
で
は
な
か
つ
た
｡
そ
れ

以
後
の
ソ
ヴ
ィ
エ
･L
文
革
が
卓
抜
な
光
彩
を
放
っ
て
い
な
い
こ
と
は
､

外
国
人
の
み
な
ら
ず
､
ソ
ヴ
ィ
エ
･1
の
作
家
､
評
論
家
が
常
に
指
摘
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し
て
い
る
通
り
で
あ
る
o
理
論
は
人
間
の
生
活
の
中
か
ら
生
ま
れ
た

も
の
.で
は
あ
つ
て
も
､
そ
れ
で
す
べ
て
が
動
い
た
り
､
人
間
が
筋
が

き
通
り
に
生
活
す
る
と
い
う
ほ
ど
､
簡
見
な
も
の
で
な
い
こ
と
が
､

正
し
く
認
識
さ
れ
る
べ
き
で
も
あ
ろ
う
｡
人
間
は
白
由
に
考
え
､
自

由
に
生
活
す
る
､
そ
こ
に
は
し
か
し
､
長
い
歴
史
と
長
い
生
活
で
の
､

人
類
の
叡
知
に
み
が
か
れ
た
モ
ラ
ル
が
､
人
間
色
白
ず
か
ら
支
配
し

う
る
も
の
だ
と
い
う
､
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
へ
の
大
い
な
る
信
頼
が
必

要
で
も
あ
る
O
そ
し
て
こ
の
こ
と
は
､
コ
ミ
ュ
ニ
ズ
ム
が
ヒ
ュ
ー
マ

ニ
ズ
ム
を
か
ち
と
り
つ
つ
あ
る
中
国
で
こ
そ
､
あ
ら
わ
ぼ
な
ら
ぬ
将

来
で
も
あ
ろ
う
｡

｢
品
物
は
で
き
る
だ
け
立
派
に
つ
く
れ
､
そ
う
す
れ
ば
そ
の
品
物

は
よ
り
堅
牢
で
あ
り
､
飴
計
な
努
力
の
消
費
か
ら
君
を
解
放
す
る
で

あ
ろ
う
｡
だ
が
君
の
つ
く
っ
た
靴
や
椅
子
や
､
あ
る
い
は
書
物
か
ら

『
百
分
の
た
め
の
偶
像
を
つ
く
り
上
げ
て
は
な
ら
ぬ
』
-

こ
れ
は

す
ぼ
ら
し
い

『
戒
律
』
で
あ
る
O
｣

(
ゴ
ー
リ
キ
ー
著

『
文
撃
論
』
除
村

善
太
郎

･
日
野
守
人

･
和
知
久
夫
編
)

こ
の
こ
と
は
､
申
園
の
革
命
の
事
業
が
大
き
な
仕
事
で
あ
り
､
そ

の
成
果
が
労
苦
の
大
き
さ
以
.上
に
立
派
で
あ
っ
た
か
ら
と
い
う
理
由

で
'
発
行
す
る
文
革
理
論
を
い
さ
さ
か
偶
像
に
し
て
い
る
中
国
の
文

革
創
作
に
封
し
て
も
､
大
き
な

｢
戒
律
｣
で
あ
り
､

1
九
四
二
年
常

時
の
文
垂
講
話
の
は
た
し
て
い
る
役
割
と
､
そ
の
正
常
な
止
接

へ
の

検
討
が
､
具
鰭
的
な
文
畢
作
品
の
中
で
我
々
の
前
に
提
起
さ
れ
る
こ

と
こ
そ
､
我
々
に
と
っ
て
も
っ
と
も
の
ぞ
ま
し
い
事
柄
で
も
あ
る
O

思
想
と
感
情
､
社
倉
的
義
務
と
個
人
的
自
由
が
､
異
に
仝
創
造
を
つ

ら
ぬ
く
カ
と
し
て
統

一
さ
れ
る
こ
と
､
作
家
そ
の
人
の
､
も
っ
と
も

基
本
的
な
創
作
意
欲
の
は
た
ら
く
面
へ
の
と
り
く
み
､
そ
う
し
た
中

か
ら
新
し
い
人
間
像
の
ぼ
り
下
げ
と
創
造
が
必
要
な
の
で
あ
る
｡
無

葛
藤
の
中
に
､
理
論

に
よ
る
､
理
論
の
槍
詮
の
た
め
の
文
挙
が
､

｢
人
民
文
拳
｣
だ
と
す
る
の
は
､
人
間

へ
の
侮
辱
を
含
む
か
も
し
れ

な
い
｡
善
意
か
ら
出
て
い
る
に
せ
よ
､
そ
れ
は
性
急
な
ポ
ピ
ュ
リ
ズ

ム
に
よ
る
粗
忽
さ
で
あ
ろ
う
｡
革
命
の
事
質
が
解
決
し
え
な
い
も
の

は
な
い
と
3,ぅ
安
易
さ
で
な
く
､
人
間
の
深
い
追
求
､
生
活
原
理
の

購
い
深
い
認
識
の
中
で
昇
華
さ
せ
た
文
革
を
､
そ
し
て
作
家
の
責
任

に
お
い
三
向
い
奉
術
的
虞
寅
､
主
観
的
異
寅
を
も
っ
た
文
拳
を
つ
く

り
出
す
こ
と
こ
そ
､
中
国
の
新
文
単

に
輿
え
ら
れ
た
課
題
で
も
あ

る

｡
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新

し
い
風
土
の
上
に
､
第

三
〇
文
畢
革
命
を
期
待
し
ょ
う
､
そ
し

て
そ
れ
は
最
近
L3
中
国
に
お
け
る
文
革
活
動

の
新

し

い
態
度
か
ら
み

て
も
遠

い
こ
と
で
は
な
さ
そ
う
で
あ
る
｡

附

版
本
に
よ
っ
て
'
原
文
に
ち
が
い
の
あ
る
こ
と
は
既
に
'
岡
崎
俊
夫
氏
に

よ
っ
て
も
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
(現
代
中
国
文
学
全
集
丁
玲
篇
あ
と
が
き
)

通
り
で
あ
る
が
'
そ
の
最
大
の
ち
が
い
は
､
初
版
に
は
な
か
っ
た
各
章
ご
と

の
題
が
あ
ら
た
に
つ
け
ら
れ
た
こ
と
で
あ
る
O
内
容
に
つ
い
て
筆
者
の
気
の

つ
い
た
範
囲
で
は
'
さ
し
て
大
き
い
増
減
は
な
-
'
そ
の
二
･
三
の
例
を
あ

げ
る
と
攻
の
と
お
り
で
あ
る
.

第
十
二
章

習
版
六
十
頁
六
行
員

他
怪
自
己
没
有
撃
間
有
些
饗
不
上
表
的
様
子
o

新
版
七
十
三
真

一
行
目

他
怪
自
己
没
法
去
馨
上
他
朋
o

籍
二
十

1
章

管
版
百
十
五
頁
十
行
目

殴
杢
還
憤
気
不
過
-

｢
太
陽
周
東
桑
乾
河
上
｣
を
め
ぐ
っ
て

(島
田
)

新
版
百
三
十
九
貢
四
行
目

殿
杢
看
見
他
心
愛
的
女
人
死
了
憤
嘉
不
遇
-

第
二
十
三
章
香
坂
百
二
十
六
真

一
行
冒

這
是
治
安
委
員
張
正
典
｡

新
版
百
五
十

一
貢
九
行
目

這
是
治
安
委
員
張
正
典
､
不
知
馬
什
犀
他
叫
他
主
任
o

零
版
百
二
十
八
貢
九
行
目

｢
主
任
'
是
不
是
?
｣

新
版
百
五
十
四
賀
九
行
目

｢
同
志
'
是
不
是
～
｣

第
五
十
二
茸

零
版
三
百
四
十
二
支
十
四
行
目

郡
就
零
影
響
秋
収
'
這
是

一
個
大
的
問
題
｡

新
版
四
百
十
五
貢
九
行
目

郡就要
影
響
秋
収
'
何
況

還
有
平
綬
路
上

的戟寧
情
況
'
這
是

一

個
大
的

問
題
0

番
版

新
蕪
書
店

一
九
五
〇
年
五
月

芳
一
阪

新
版

人
氏
文
夢
出
舵
敢

一
九
五
三
年

l
月

第
四
版
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