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一
　
は
じ
め
に

　

プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
化
大
革
命
（
文
革
）
終
結
後
の
一
九
八
〇
年
代
、
中
国
で
は

新
し
い
時
代
の
到
来
と
と
も
に
、
さ
ま
ざ
ま
な
文
化
・
芸
術
が
花
開
い
た
が
、
こ

と
に
映
画
は
＂
中
国
ニ
ュ
ー
・
シ
ネ
マ
＂＂
中
国
ヌ
ー
ヴ
ェ
ル
・
ヴ
ァ
ー
グ
＂
な

ど
と
称
さ
れ
、一
躍
世
界
の
注
目
を
集
め
る
よ
う
に
な
っ
た
。そ
の
先
駆
け
と
な
っ

た
の
は
、
陳
凱
歌
（
チ
ェ
ン
・
カ
イ
コ
ー
、
一
九
五
二
年
生
ま
れ
）
監
督
に
よ
る

《
黄
土
地
》（
一
九
八
四
年
／
邦
題
：
黄
色
い
大
地
）
で
あ
る
。
陳
凱
歌
は
そ
れ
か

ら
《
大
閲
兵
》（
一
九
八
五
年
／
邦
題
同
じ
）、《
孩
子
王
》（
一
九
八
七
年
／
邦
題
：

子
供
た
ち
の
王
様
）
を
世
に
出
し
た
後
、
三
年
ほ
ど
ア
メ
リ
カ
に
滞
在
す
る
。
帰

国
後
、
当
時
の
中
国
映
画
と
し
て
は
異
例
の
海
外
（
日
本
、
イ
ギ
リ
ス
、
ド
イ
ツ
、

フ
ラ
ン
ス
）
の
映
画
会
社
の
共
同
出
資
と
い
う
形
で
制
作
さ
れ
た
の
が
《
邊
走
邊

唱
》（
一
九
九
一
年
／
原
題
は
、
歩
き
な
が
ら
歌
う
の
意
。
日
本
公
開
時
の
邦
題

は
『
人
生
は
琴
の
弦
の
よ
う
に
』、
英
語
タ
イ
ト
ル
はLife on a String

）
で
あ

る
。
一
九
九
一
年
の
カ
ン
ヌ
国
際
映
画
際
お
よ
び
ロ
カ
ル
ノ
国
際
映
画
祭
に
正
式

出
品
さ
れ
、
黄
河
流
域
の
壮
大
で
神
秘
的
な
映
像
が
話
題
を
呼
ん
だ
。
一
九
九
二

　

小
説
か
ら
映
画
へ

　
　
　

―
―
『
人
生
は
琴
の
弦
の
よ
う
に
』（
命
若
琴
弦
／
邊
走
邊
唱
）
を
題
材
に

栗

山

千

香

子

年
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
国
際
映
画
祭
ア
ジ
ア
優
秀
映
画
賞
を
受
賞
。
日
本
で
は

一
九
九
二
年
九
月
に
岩
波
ホ
ー
ル
で
公
開
さ
れ
て
い
る
。

　

こ
の
映
画
は
、
同
じ
く
文
革
終
結
後
の
＂
新
時
期
文
学
＂
の
作
家
、
史
鉄
生

（
シ
ー
・
テ
ィ
エ
シ
ョ
ン
、一
九
五
一
年
生
ま
れ
）の
小
説《
命
若
琴
弦
》（
一
九
八
五

年
／
邦
題
：
命
は
琴
の
弦
の
よ
う
に
）
を
原
作
と
し
て
い
る
。
史
鉄
生
は
、
文
革

時
の
体
験
を
清
新
な
文
体
で
綴
っ
た
《
我
的
遥
遠
的
清
平
湾
》（
一
九
八
三
年
／

邦
題
：
わ
が
遥
か
な
る
清
平
湾
）、《
奶
奶
的
星
星
》（
一
九
八
四
年
／
邦
題
：
お

婆
さ
ん
の
星
）
等
で
注
目
さ
れ
、
そ
の
後
、
叙
情
性
と
哲
学
性
を
と
も
に
備
え
た

独
自
の
文
学
を
確
立
し
た
。
そ
の
作
品
は
、
中
国
国
内
の
み
な
ら
ず
、
日
本
で
も

愛
読
者
が
少
な
く
な
い
。
一
九
八
〇
年
代
後
半
以
降
は
生
と
死
に
つ
い
て
の
問
い

か
け
を
含
ん
だ
寓
話
的
な
作
品
が
多
く
な
る
が
、《
命
若
琴
弦
》
は
、
ち
ょ
う
ど

そ
の
よ
う
な
移
行
の
時
期
に
書
か
れ
た
作
品
で
あ
る
。

　

原
作
が
あ
る
と
言
っ
て
も
、
映
画
は
小
説
を
忠
実
に
映
画
化
し
た
も
の
で
は
な

い
。
タ
イ
ト
ル
は
も
と
よ
り
、
人
物
や
場
所
の
設
定
、
プ
ロ
ッ
ト
や
結
末
等
に
さ

ま
ざ
ま
な
変
更
が
加
え
ら
れ
て
い
る
。
本
稿
で
は
、
映
画
《
邊
走
邊
唱
》
が
制
作

さ
れ
る
に
あ
た
っ
て
、
小
説
《
命
若
琴
弦
》
か
ら
ど
の
よ
う
な
変
更
が
な
さ
れ
た
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か
を
検
証
し
、
小
説
家
・
史
鉄
生
と
映
画
監
督
・
陳
凱
歌
の
資
質
の
違
い
、
お
よ

び
小
説
と
映
画
そ
れ
ぞ
れ
の
表
現
方
法
の
差
異
に
つ
い
て
考
察
す
る
。

二
　
小
説
《
命
若
琴
弦
》
の
概
要

　

主
な
登
場
人
物
は
、
盲
目
の
旅
芸
人
で
あ
る
老
人
、
そ
の
弟
子
で
あ
る
十
代
の

盲
目
の
若
者
、
老
人
と
若
者
が
訪
れ
る
村
の
娘
・
蘭
秀
の
三
人
で
あ
る
。
老
人
は

﹁
説
書
﹂
を
生
業
と
し
て
い
る
。
説
書
と
は
、
歴
史
に
題
材
を
と
っ
た
軍
記
物
や

人
情
物
な
ど
を
講
釈
す
る
伝
統
的
な
大
衆
芸
能
で
あ
る
。
楽
器
演
奏
を
伴
う
こ
と

が
多
く
、
小
説
中
の
老
人
は
三
味
線
に
似
た
楽
器
で
あ
る
三
弦
琴
を
弾
き
な
が
ら

語
る
。
日
本
で
言
え
ば
、
三
味
線
の
伴
奏
に
合
わ
せ
て
節
（
歌
）
と
啖
呵
（
せ
り

ふ
）
で
聞
か
せ
る
浪
曲
に
近
い
だ
ろ
う
。
た
だ
し
、
浪
曲
は
話
者
と
曲
者
（
三
味

線
奏
者
）
が
別
だ
が
、
説
書
は
口
演
者
が
演
奏
も
す
る
。
老
人
は
、
娯
楽
の
少
な

い
山
間
の
村
に
滞
在
し
て
口
演
し
、
数
日
か
ら
半
月
た
つ
と
ま
た
次
の
村
へ
旅
立

つ
と
い
う
生
活
を
、
も
う
五
十
年
も
続
け
て
い
る
。
畑
仕
事
の
終
わ
っ
た
夕
暮
れ

時
、
村
人
が
夕
涼
み
を
兼
ね
て
三
々
五
々
集
ま
っ
て
く
る
夏
が
、
一
番
の
稼
ぎ
時

だ
。

　

小
説
の
舞
台
は
野
羊
郷
と
い
う
架
空
の
山
村
で
あ
る
。
比
較
的
大
き
な
村
で
あ

る
こ
と
、
大
山
塊
の
中
の
村
で
ラ
ジ
オ
も
な
い
こ
と
、
冬
は
雪
が
積
も
る
こ
と
の

ほ
か
は
、
具
体
的
な
こ
と
は
わ
か
ら
な
い
。
物
語
の
後
半
で
、
老
人
は
﹁
十
日
も

す
れ
ば
戻
っ
て
く
る
﹂
と
言
っ
て
町
の
薬
屋
へ
向
か
う
が
、
町
ま
で
ど
の
く
ら
い

の
距
離
が
あ
る
の
か
、
町
は
ど
の
よ
う
な
様
子
な
の
か
も
わ
か
ら
な
い
。
年
代
も

示
さ
れ
て
お
ら
ず
、
手
が
か
り
は
、
町
で
は
ト
ラ
ン
ジ
ス
タ
ラ
ジ
オ
が
手
に
入
る

こ
と
く
ら
い
だ
。
し
か
し
、
場
所
や
時
間
の
情
報
が
ほ
と
ん
ど
な
い
こ
と
は
、
物

語
の
理
解
の
妨
げ
に
は
な
ら
な
い
。
こ
の
物
語
は
人
生
の
歩
み
方
に
つ
い
て
の
寓

話
で
あ
り
、
舞
台
は
ど
の
村
や
町
で
あ
っ
て
も
、
い
つ
の
時
代
で
あ
っ
て
も
か
ま

わ
な
い
。
む
し
ろ
そ
の
よ
う
な
無
名
性
こ
そ
が
、
寓
話
の
寓
話
た
る
所
以
で
あ
ろ

う
。

　

物
語
は
、
二
人
の
盲
目
の
旅
芸
人
が
、
真
夏
の
太
陽
が
照
り
つ
け
る
中
、
三
弦

琴
を
手
に
山
道
を
歩
い
て
い
く
場
面
か
ら
始
ま
る
。
老
人
に
は
千
本
の
弦
を
弾
き

切
る
と
い
う
目
標
が
あ
っ
た
。
老
人
が
ま
だ
十
代
だ
っ
た
と
き
、
師
匠
が
息
を
ひ

き
と
る
直
前
に
、﹁
千
本
の
弦
を
弾
き
切
っ
た
と
き
、
処
方
箋
に
書
か
れ
た
目
の

見
え
る
よ
う
に
な
る
薬
を
手
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
﹂
と
言
い
残
し
た
か
ら
だ
。

そ
れ
か
ら
五
十
年
、
老
人
は
そ
の
処
方
箋
を
三
弦
琴
の
胴
の
中
に
収
め
た
ま
ま
、

千
本
の
弦
を
弾
き
切
る
こ
と
だ
け
を
考
え
て
日
々
芸
を
磨
い
て
き
た
。そ
し
て
今
、

目
標
の
千
本
ま
で
あ
と
数
本
を
残
す
だ
け
と
な
っ
て
い
た
。
老
人
は
こ
の
夏
、
こ

れ
か
ら
訪
れ
る
村
で
、
必
ず
千
本
目
の
弦
を
弾
き
切
る
こ
と
を
確
信
し
て
い
る
。

　

若
者
は
十
七
歳
、
目
が
見
え
な
く
て
も
暮
ら
し
て
い
け
る
芸
を
身
に
つ
け
る
よ

う
に
と
、
十
四
歳
の
と
き
に
親
に
連
れ
ら
れ
て
老
人
の
も
と
に
や
っ
て
き
た
。
し

か
し
説
書
の
修
行
よ
り
も
、
老
人
が
口
上
を
考
え
る
た
め
に
山
の
外
の
人
か
ら
手

に
入
れ
た
ト
ラ
ン
ジ
ス
タ
ラ
ジ
オ
を
、
こ
っ
そ
り
拝
借
し
て
イ
ヤ
ホ
ン
で
聴
く
の

が
楽
し
み
だ
。
こ
れ
か
ら
向
か
う
村
が
一
年
前
に
訪
れ
た
野
羊
郷
で
あ
る
と
わ
か

る
と
、
若
者
は
胸
を
躍
ら
せ
る
。
そ
こ
に
は
若
者
に
ゆ
で
卵
を
く
れ
た
蘭
秀
と
い

う
娘
が
い
て
、
ラ
ジ
オ
を
聴
き
た
が
っ
て
い
た
か
ら
だ
。
若
者
は
ま
た
蘭
秀
に
会

え
る
と
思
う
と
嬉
し
く
て
た
ま
ら
ず
、
今
度
こ
そ
ラ
ジ
オ
を
聴
か
せ
て
あ
げ
よ
う

と
思
う
。
若
者
の
思
い
を
察
し
た
老
人
は
、
野
羊
郷
を
選
ん
だ
こ
と
を
少
し
後
悔

す
る
。
若
者
が
そ
の
よ
う
な
年
頃
で
あ
る
こ
と
に
気
づ
き
、
し
か
し
若
者
の
願
い

は
か
な
わ
ず
、
い
ず
れ
辛
い
思
い
を
す
る
だ
け
だ
と
知
っ
て
い
る
か
ら
だ
。
か
つ

て
自
分
も
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
。
だ
が
、
こ
の
一
番
の
稼
ぎ
時
に
、
半
月
滞
在

で
き
る
大
き
な
村
で
あ
る
野
羊
郷
を
は
ず
す
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
老
人
は
﹁
さ

か
り
が
つ
い
た
猫
み
た
い
な
ま
ね
は
す
る
な
よ
﹂
と
若
者
を
諭
し
な
が
ら
、
村
に
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向
か
う
。

　

老
人
と
若
者
は
村
は
ず
れ
の
古
い
廟
を
ね
ぐ
ら
に
定
め
、
昼
間
は
稽
古
を
し
、

夕
方
に
な
る
と
村
に
出
か
け
て
口
演
を
お
こ
な
っ
た
。
ま
も
な
く
若
者
は
熱
を
出

し
て
寝
込
ん
で
し
ま
っ
た
の
で
、老
人
は
一
人
で
口
演
に
出
か
け
る
よ
う
に
な
る
。

老
人
の
留
守
中
、
若
者
は
看
病
に
訪
れ
た
蘭
秀
と
ラ
ジ
オ
を
聴
き
な
が
ら
楽
し
い

と
き
を
過
ご
す
。
老
人
の
み
ご
と
な
喉
と
演
奏
が
村
人
を
楽
し
ま
せ
て
何
日
か
過

ぎ
た
あ
る
日
、
老
人
は
つ
い
に
千
本
目
の
弦
を
弾
き
切
る
。
翌
朝
、
老
人
は
町
へ

向
か
う
が
、
病
が
ま
だ
癒
え
て
い
な
い
若
者
は
残
っ
て
老
人
の
帰
り
を
待
つ
こ
と

に
す
る
。

　

町
の
薬
屋
に
着
い
た
老
人
が
処
方
箋
を
出
し
て
見
せ
る
と
、
薬
屋
は
何
も
書
い

て
な
い
た
だ
の
紙
切
れ
だ
と
言
う
。
老
人
は
処
方
箋
が
白
紙
と
知
り
、
こ
れ
ま
で

自
分
を
生
き
続
け
さ
せ
、
歩
き
続
け
さ
せ
て
き
た
も
の
が
瞬
時
に
消
え
去
り
、
体

中
の
す
べ
て
が
燃
え
尽
き
て
し
ま
っ
た
よ
う
に
感
じ
る
。
心
の
弦
が
切
れ
て
し

ま
っ
た
の
だ
。
老
人
は
何
を
す
る
気
も
お
こ
ら
な
い
ま
ま
、
安
宿
で
虚
し
い
日
々

を
送
る
。
手
持
ち
の
金
が
尽
き
た
こ
ろ
に
は
、
季
節
も
移
り
変
わ
っ
て
冬
に
な
っ

て
い
た
。
老
人
は
よ
う
や
く
村
に
残
し
て
き
た
若
者
の
こ
と
を
思
い
出
し
て
、
村

に
戻
る
こ
と
に
す
る
。
老
人
は
歩
き
な
が
ら
、
か
つ
て
の
張
り
の
あ
っ
た
日
々
を

な
つ
か
し
く
思
う
。
そ
し
て
師
匠
の
臨
終
の
言
葉
を
思
い
出
す
。﹁
人
生
は
琴
の

弦
の
よ
う
な
も
の
。
張
り
つ
め
て
こ
そ
よ
く
弾
け
る
。
よ
く
弾
け
れ
ば
そ
れ
で
十

分
だ
﹂
そ
う
、
架
空
の
目
的
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
に
よ
っ
て
張
り
つ
め
た
過
程
の

中
に
喜
び
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
た
な
ら
、
そ
れ
で
よ
い
で
は
な
い
か
と
老
人
は

思
う
。

　

老
人
が
廟
に
戻
っ
て
み
る
と
、
若
者
は
い
な
い
。
村
人
に
た
ず
ね
る
と
、
蘭
秀

が
山
の
外
へ
嫁
い
で
行
っ
た
日
か
ら
、
姿
が
見
え
な
い
と
い
う
。
老
人
は
若
者
を

探
し
に
出
か
け
、
雪
原
の
中
に
倒
れ
て
い
る
若
者
を
発
見
す
る
。
若
者
を
抱
き
か

か
え
て
洞
穴
に
避
難
し
、
火
を
お
こ
し
て
看
病
す
る
。
そ
し
て
、
回
復
し
た
若
者

が
、﹁
ど
う
し
て
俺
た
ち
は
目
が
見
え
な
い
ん
だ
。俺
は
目
を
開
け
て
見
て
み
た
い
﹂

と
訴
え
る
と
、
老
人
は
、﹁
そ
れ
な
ら
琴
を
弾
く
こ
と
だ
。
わ
し
は
千
本
と
思
っ

て
い
た
か
ら
だ
め
だ
っ
た
。
お
ま
え
は
千
二
百
本
弾
き
切
る
ん
だ
﹂
と
言
っ
て
、

処
方
箋
を
若
者
の
三
弦
琴
の
胴
に
収
め
る
。

　

蘭
秀
と
若
者
は
新
し
い
世
界
に
あ
こ
が
れ
、
恋
に
夢
中
に
な
っ
た
。
し
か
し
二

人
の
恋
は
、
蘭
秀
が
山
の
外
へ
嫁
い
だ
こ
と
に
よ
っ
て
あ
っ
け
な
く
終
わ
っ
て
し

ま
っ
た
。
も
っ
と
も
蘭
秀
の
若
者
へ
の
思
い
は
ど
れ
ほ
ど
の
も
の
だ
っ
た
か
、
嫁

い
で
行
く
と
き
の
気
持
ち
は
ど
の
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
か
は
わ
か
ら
な
い
。
し
か

し
少
な
く
と
も
、若
者
は
大
き
な
打
撃
を
受
け
た
。
自
暴
自
棄
に
な
っ
た
若
者
は
、

老
人
に
助
け
出
さ
れ
な
け
れ
ば
、そ
の
ま
ま
雪
に
埋
も
れ
て
死
ん
で
い
た
だ
ろ
う
。

若
者
は
か
つ
て
、
老
人
が
﹁
千
本
の
弦
を
弾
き
切
れ
ば
目
が
見
え
る
よ
う
に
な
る

薬
を
手
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
﹂
と
言
っ
て
も
、﹁
な
ん
で
ま
た
、
千
本
弾
き
切

ら
な
き
ゃ
薬
が
手
に
入
ら
な
い
ん
だ
﹂
と
信
じ
な
か
っ
た
。
だ
か
ら
、
千
二
百
本

を
弾
き
切
れ
ば
薬
が
手
に
入
る
と
言
わ
れ
て
、
若
者
が
納
得
し
た
か
ど
う
か
は
わ

か
ら
な
い
。
わ
か
る
の
は
、
若
者
は
処
方
箋
が
入
っ
た
三
弦
琴
を
携
え
て
、
老
人

の
あ
と
に
つ
い
て
ま
た
歩
ん
で
行
く
道
を
選
択
し
た
と
い
う
こ
と
だ
。か
く
し
て
、

結
末
は
冒
頭
と
同
じ
文
で
締
め
く
く
ら
れ
る
―
―
﹁
草
深
い
山
ま
た
山
の
中
を
二

人
の
盲
人
が
歩
い
て
い
た
﹂。
草
深
い
山
道
を
歩
い
て
い
く
二
人
は
、
か
つ
て
こ

の
村
に
や
っ
て
き
た
と
き
の
二
人
の
姿
で
あ
り
、
さ
ら
に
は
、
ま
だ
若
か
っ
た
頃

の
老
人
と
、
そ
の
師
匠
の
姿
で
も
あ
る
だ
ろ
う
。

　

人
生
に
は
も
と
も
と
目
的
な
ど
な
く
、
目
的
と
思
っ
て
い
る
も
の
も
架
空
の
も

の
か
も
し
れ
な
い
。
た
い
せ
つ
な
の
は
、
ぴ
ん
と
張
り
つ
め
て
生
き
る
過
程
と
、

そ
の
中
に
喜
び
を
見
出
す
こ
と
、
そ
の
よ
う
に
生
き
ら
れ
れ
ば
そ
れ
で
い
い
―
―

こ
れ
は
、
そ
の
よ
う
な
人
生
の
歩
み
方
と
、
そ
の
よ
う
な
人
生
が
引
き
継
が
れ
て
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い
く
こ
と
を
描
い
た
一
つ
の
寓
話
で
あ
る
。

三
　
映
画
《
邊
走
邊
唱
》
の
概
要

　

こ
の
映
画
の
一
番
の
見
所
は
、黄
河
上
流
域
の
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
映
像
に
あ
る
。

人
為
の
及
ば
ぬ
大
自
然
が
と
き
に
荒
々
し
く
、
と
き
に
神
秘
的
に
目
の
前
に
迫
っ

て
く
る
。
撮
影
は
《
孩
子
王
》
で
陳
凱
歌
と
組
み
、
の
ち
に
監
督
と
し
て
も
才
能

を
開
花
さ
せ
る
顧
長
衛
が
担
当
し
て
い
る
。
ま
た
要
所
要
所
で
、
老
人
が
朗
々
と

歌
い
上
げ
る
歌
は
、《
大
閲
兵
》《
孩
子
王
》
以
来
陳
凱
歌
作
品
の
音
楽
を
担
当
す

る
瞿
小
松
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
曲
。
視
覚
と
聴
覚
に
強
く
訴
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
は

小
説
に
は
な
い
映
画
の
最
大
の
特
徴
で
あ
る
が
、
こ
の
作
品
は
そ
の
メ
リ
ッ
ト
を

存
分
に
活
か
し
て
い
る
。

　

主
な
人
物
は
小
説
同
様
、
盲
目
の
旅
芸
人
の
老
人
と
若
者
、
お
よ
び
村
の
娘
・

蘭
秀
で
あ
る
。
若
者
に
石
頭
（
シ
ー
ト
ウ
、
石
の
意
）
と
い
う
名
前
が
つ
け
ら
れ

て
い
る
の
は
、
個
と
し
て
の
存
在
を
強
調
す
る
狙
い
か
ら
だ
ろ
う
。
そ
の
ほ
か
、

黄
河
の
瀑
布
の
ほ
と
り
に
建
つ
う
ど
ん
屋
の
美
し
い
女
将
、
そ
の
夫
、
蘭
秀
の
父

親
な
ど
が
登
場
す
る
。
老
人
役
は
ベ
テ
ラ
ン
の
劉
仲
元
、
若
者
役
は
こ
れ
が
デ

ビ
ュ
ー
作
と
な
っ
た
黄
磊
（
そ
の
後
歌
手
と
し
て
も
活
躍
し
、
一
九
九
七
年
に
ア

ル
バ
ム
《
邊
走
邊
唱
》
を
出
し
て
い
る
が
、
収
録
曲
《
邊
走
邊
唱
》
は
映
画
と
は

関
係
な
い
）、蘭
秀
役
は
新
進
の
許
晴
、う
ど
ん
屋
の
女
将
役
は
、舞
踊
家
や
フ
ァ
ッ

シ
ョ
ン
デ
ザ
イ
ナ
ー
と
し
て
も
知
ら
れ
る
馬
羚
が
つ
と
め
て
い
る
。

　

物
語
は
、
青
い
光
の
中
に
小
さ
な
白
い
人
影
が
ぼ
ん
や
り
浮
か
ぶ
シ
ー
ン
で
始

ま
る
。
人
影
が
や
や
ア
ッ
プ
に
な
る
と
、
そ
れ
は
少
年
で
あ
り
、
少
年
の
膝
元
に

は
誰
か
が
横
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
の
人
は
、﹁
処
方
箋
は
お
ま
え

の
琴
に
入
れ
た
。
忘
れ
る
な
、弦
を
千
本
弾
き
切
れ
﹂
と
告
げ
て
息
を
引
き
取
る
。

少
年
が
立
ち
上
が
る
と
同
時
に
、
画
面
は
荒
涼
と
し
た
黄
土
高
原
の
ロ
ン
グ

シ
ョ
ッ
ト
に
切
り
替
わ
る
。
手
前
中
央
に
小
さ
な
二
つ
の
白
い
影
。
ひ
と
つ
は
人

影
で
、
そ
の
か
た
わ
ら
に
あ
る
の
は
墓
石
。
三
弦
琴
の
音
が
響
き
、
画
面
外
か
ら

も
弦
楽
器
の
音
楽
が
加
わ
っ
て
、
色
調
が
一
変
す
る
。
夜
が
明
け
た
の
だ
。
黄
土

高
原
が
文
字
通
り
の
黄
色
い
大
地
と
な
っ
て
画
面
い
っ
ぱ
い
に
広
が
る
。
人
物
が

ア
ッ
プ
に
な
る
と
、そ
れ
は
少
年
で
は
な
く
、三
弦
琴
を
も
つ
老
人
の
姿
に
変
わ
っ

て
い
る
。
老
人
の
人
生
の
原
点
と
、
そ
れ
か
ら
六
十
年
と
い
う
月
日
の
流
れ
が
、

端
的
に
表
現
さ
れ
て
い
る
。

　

そ
の
あ
と
画
面
は
に
ぎ
や
か
な
市
場
に
変
わ
る
。
老
人
が
若
者
を
探
し
て
通
り

を
歩
い
て
い
く
と
、
商
い
人
が
次
々
と
籠
を
よ
け
て
道
を
あ
け
る
。
老
人
が
た
だ

の
盲
人
で
は
な
く
、
人
々
か
ら
特
別
な
人
間
と
し
て
認
知
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ

か
る
。
た
だ
、籠
の
置
き
方
や
よ
け
方
は
い
か
に
も
不
自
然
。
若
者
が
唐
突
に﹁
教

え
て
く
れ
、
青
い
海
っ
て
な
ん
だ
﹂
と
問
い
か
け
る
。

　

ま
も
な
く
画
面
は
切
り
替
わ
り
、老
人
と
若
者
は
灼
熱
の
荒
野
を
歩
い
て
い
る
。

早
く
歩
け
と
急
か
す
老
人
に
、
若
者
は
﹁
師
匠
、
空
白
は
な
ぜ
白
い
ん
だ
？
﹂
と

問
い
、
恐
い
顔
つ
き
で
首
を
振
り
、
三
弦
琴
を
下
に
お
い
て
、
手
を
広
げ
て
ぐ
る

ぐ
る
と
回
り
だ
す
。
若
者
が
倒
れ
、
照
り
付
け
て
い
た
太
陽
が
翳
っ
て
い
く
。
や

や
観
念
的
で
難
解
な
場
面
で
あ
る
。

　

代
わ
っ
て
夜
空
に
は
青
白
い
満
月
が
か
か
っ
て
い
る
。
満
月
の
下
に
は
少
し
丸

み
を
帯
び
た
円
錐
形
の
盛
土
。
豆
粒
の
よ
う
な
人
影
に
比
べ
る
と
、
そ
の
盛
土
が

ど
れ
ほ
ど
大
き
い
か
が
わ
か
る
。
背
後
に
は
う
っ
す
ら
と
山
並
み
が
見
え
る
。
画

面
全
体
が
群
青
色
に
包
ま
れ
、
す
べ
て
の
音
が
消
え
、
時
間
が
止
ま
っ
て
し
ま
っ

た
か
の
よ
う
だ
。
若
者
と
老
人
が
言
葉
を
交
わ
す
。﹁
星
空
っ
て
何
？
﹂﹁
星
空
は
、

天
に
か
か
っ
た
滝
だ
﹂﹁
一
個
の
星
は
？
﹂﹁
落
ち
て
こ
な
い
石
こ
ろ
だ
﹂
オ
ー
プ

ニ
ン
グ
か
ら
ず
っ
と
、
比
較
的
短
い
シ
ョ
ッ
ト
が
忙
し
く
切
り
替
わ
っ
て
い
た
の

で
、
静
け
さ
が
こ
と
さ
ら
印
象
的
に
残
る
一
枚
の
絵
の
よ
う
な
シ
ー
ン
で
あ
る
。
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た
だ
し
、
満
月
の
大
き
さ
や
地
上
の
影
か
ら
す
る
と
、
映
像
は
合
成
さ
れ
た
も
の

だ
ろ
う
。

　

続
い
て
、
激
し
く
流
れ
下
る
大
河
が
画
面
い
っ
ぱ
い
に
映
し
出
さ
れ
る
。
激
流

に
せ
り
出
す
よ
う
に
し
て
う
ど
ん
屋
が
一
軒
建
っ
て
い
る
。
望
遠
レ
ン
ズ
で
と
ら

え
て
い
る
の
で
、
い
ま
に
も
激
流
に
呑
み
込
ま
れ
て
し
ま
い
そ
う
に
見
え
る
。
こ

こ
に
は
美
し
い
女
将
と
、
独
特
の
存
在
感
を
漂
わ
せ
る
主
人
、
頓
狂
な
声
を
上
げ

な
が
ら
包
丁
を
研
い
で
い
る
雇
い
人
、無
邪
気
に
笑
う
活
発
な
幼
い
少
女
が
い
る
。

先
客
の
二
人
の
男
が
つ
か
み
合
い
の
喧
嘩
を
始
め
る
が
、
老
人
が
三
弦
琴
を
奏
で

る
と
、
二
人
は
喧
嘩
を
続
け
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
。
う
ど
ん
屋
の
主
人
や
渡

し
舟
の
船
頭
は
老
人
を
﹁
神
さ
ま
﹂
と
呼
び
、﹁
こ
の
急
流
を
渡
る
の
か
﹂
と
問

う
船
頭
に
、
老
人
は
﹁
村
人
が
待
っ
て
い
る
﹂
と
答
え
る
。
人
々
か
ら
神
と
呼
ば

れ
、
老
人
自
身
も
そ
の
期
待
に
応
え
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
も
な

く
、
ど
こ
か
ら
か
十
数
人
の
男
た
ち
が
雄
叫
び
を
上
げ
な
が
ら
姿
を
現
し
て
舟
を

か
つ
ぎ
あ
げ
、
滝
壺
め
が
け
て
松
明
を
投
げ
て
遊
ん
で
い
た
う
ど
ん
屋
の
幼
い
少

女
を
乗
せ
て
運
ん
で
い
く
。
老
人
は
列
の
先
頭
に
立
っ
て
﹁
も
と
も
と
俺
は
…
…

英
雄
だ
﹂
と
歌
い
、
男
た
ち
も
そ
れ
に
合
わ
せ
て
歌
う
。
た
だ
、
み
ご
と
な
男
声

合
唱
で
あ
り
、
吹
き
替
え
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
だ
。
画
面
の
外
か
ら
荘
重
な
音

楽
も
響
い
て
き
て
場
面
を
盛
り
上
げ
る
。
こ
れ
は
河
を
渡
る
神
さ
ま
に
舟
の
用
意

を
す
る
儀
式
な
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
謎
め
い
た
儀
式
に
至
り
、
こ
れ
は
一
つ
の
神

話
と
し
て
見
る
べ
き
映
画
で
あ
る
こ
と
を
、
見
る
者
は
は
っ
き
り
と
知
る
こ
と
に

な
る
。

　

実
際
に
河
を
渡
る
シ
ー
ン
は
な
く
、
次
の
場
面
で
は
老
人
と
若
者
は
対
岸
に
着

い
て
い
る
。
翌
朝
二
人
は
、
砂
漠
の
中
の
道
な
き
道
を
歩
い
て
い
く
。
ま
も
な
く

娘
た
ち
が
見
つ
け
て
駆
け
寄
っ
て
く
る
。
そ
の
中
に
蘭
秀
も
い
る
。
老
人
は
娘
た

ち
の
明
る
い
笑
い
声
に
囲
ま
れ
、
座
っ
て
頭
か
ら
砂
を
浴
び
、
満
面
に
笑
み
を
た

た
え
て
戯
れ
歌
を
口
ず
さ
む
。
若
者
は
蘭
秀
に
﹁
誰
だ
？
﹂
と
掌
で
目
か
く
し
さ

れ
、
渡
さ
れ
た
ゆ
で
卵
を
そ
っ
と
握
り
、
喜
び
を
か
み
し
め
る
。
そ
の
日
か
ら
、

老
人
は
毎
晩
村
人
た
ち
に
歌
を
聞
か
せ
、
若
者
は
老
人
の
目
を
盗
ん
で
蘭
秀
と
会

う
。

　

こ
の
村
に
は
、
孫
一
族
と
李
一
族
が
住
ん
で
お
り
、
土
地
を
め
ぐ
っ
て
い
が
み

あ
っ
て
い
た
。
あ
る
日
、
孫
家
と
李
家
の
男
た
ち
が
、
村
は
ず
れ
の
荒
野
で
決
闘

す
る
事
態
と
な
る
。
蘭
秀
が
﹁
人
が
死
ぬ
。
神
さ
ま
、
お
願
い
﹂
と
老
人
に
助
け

を
求
め
に
や
っ
て
く
る
。
病
に
臥
せ
っ
て
い
た
老
人
は
、﹁
だ
め
だ
。
今
度
た
お

れ
た
ら
、千
本
弾
き
切
れ
な
い
よ
﹂
と
い
う
若
者
の
制
止
を
振
り
切
っ
て
出
か
け
、

男
た
ち
を
見
下
ろ
す
丘
の
上
で
三
弦
琴
を
弾
き
、﹁
人
は
い
つ
に
な
れ
ば
人
に
な

れ
る
の
だ
ろ
う
…
…
﹂
と
歌
う
。
す
る
と
た
ち
ま
ち
喧
嘩
は
お
さ
ま
る
。
し
か
し

老
人
は
そ
の
あ
と
激
し
い
発
作
を
起
こ
し
て
生
死
の
境
を
さ
ま
よ
い
、
蘭
秀
が
寄

り
添
っ
て
看
病
す
る
。
老
人
は
夢
の
中
で
、
う
ど
ん
屋
の
女
将
を
抱
き
寄
せ
る
。

離
れ
た
と
こ
ろ
で
、
法
衣
を
纏
っ
た
主
人
が
見
て
い
る
。
病
が
癒
え
た
老
人
は
、

最
後
の
一
本
は
自
分
の
た
め
だ
け
に
弾
く
と
言
い
、
つ
い
に
千
本
目
の
弦
を
弾
き

切
る
。
次
の
日
、
老
人
は
処
方
箋
に
書
か
れ
た
薬
を
求
め
る
た
め
に
、
町
へ
向
か

う
。

　

老
人
が
旅
立
っ
た
そ
の
夜
、
蘭
秀
の
父
が
村
の
男
た
ち
十
数
人
を
引
き
連
れ
て

や
っ
て
き
て
、
若
者
を
引
き
ず
り
出
し
、﹁
盲
人
と
結
婚
さ
せ
ら
れ
る
か
﹂
と
殴

る
蹴
る
の
暴
行
を
加
え
る
。
さ
る
ぐ
つ
わ
を
さ
れ
た
蘭
秀
も
そ
れ
を
見
る
よ
う
に

強
要
さ
れ
る
。
次
の
日
、
蘭
秀
は
若
者
に
手
紙
（
お
下
げ
髪
の
少
女
の
絵
）
を
渡

し
、
崖
か
ら
身
を
投
げ
る
。﹁
僕
に
は
見
え
な
い
ん
だ
﹂
と
叫
ぶ
若
者
。
蘭
秀
の

突
然
の
自
殺
は
、
愛
が
か
な
え
ら
れ
な
い
な
ら
死
ぬ
し
か
な
い
と
性
急
に
思
い
込

む
少
女
の
幼
さ
や
純
情
、
横
暴
な
父
や
因
習
へ
の
抗
議
や
反
抗
と
理
解
す
べ
き
な

の
だ
ろ
う
か
。
蘭
秀
が
若
者
に﹁（
死
ん
だ
ら
）別
の
素
敵
な
場
所
で
生
き
る
の
よ
。
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お
ば
あ
さ
ん
、
死
ぬ
と
き
笑
っ
た
わ
﹂
と
答
え
る
場
面
が
あ
っ
た
の
は
、
自
殺
へ

の
伏
線
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
し
か
し
、そ
れ
に
し
て
も
こ
れ
ほ
ど
あ
っ
け
な
く
、

し
か
も
若
者
の
前
で
一
人
身
を
投
げ
る
と
い
う
行
為
は
、
唐
突
な
感
じ
を
免
れ
な

い
。
若
者
に
渡
し
た
手
紙
は
、
目
が
見
え
る
よ
う
に
な
っ
た
ら
見
て
ほ
し
い
と
い

う
意
味
だ
ろ
う
が
、
書
か
れ
て
い
る
の
が
幼
い
子
供
が
描
く
よ
う
な
幼
稚
な
絵
で

あ
る
の
も
違
和
感
が
あ
る
。
そ
も
そ
も
蘭
秀
は
な
ぜ
若
者
に
ひ
か
れ
た
の
だ
ろ
う

か
。
小
説
で
は
、
若
者
と
蘭
秀
を
近
づ
け
た
の
は
ラ
ジ
オ
だ
っ
た
。
映
画
に
ラ
ジ

オ
が
出
て
こ
な
い
の
は
、
映
画
の
神
話
的
世
界
に
文
明
の
機
器
は
ふ
さ
わ
し
く
な

い
と
い
う
判
断
か
ら
だ
ろ
う
。
し
か
し
そ
れ
で
は
、
蘭
秀
が
若
者
に
ひ
か
れ
た
理

由
は
何
な
の
だ
ろ
う
か
。

　

さ
て
、
老
人
は
町
の
薬
屋
で
処
方
箋
を
見
せ
る
が
、
た
だ
の
紙
切
れ
だ
と
冷
笑

さ
れ
、
呆
然
と
す
る
。
村
へ
の
帰
り
道
、
か
つ
て
自
分
に
処
方
箋
を
授
け
た
師
匠

の
墓
石
を
叩
き
割
る
。
村
に
戻
る
と
、
村
の
男
た
ち
が
再
び
武
闘
を
繰
り
広
げ
て

い
る
が
、老
人
に
は
す
で
に
止
め
る
力
が
な
い
。
男
た
ち
も
老
人
に
気
づ
か
な
い
。

そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
石
つ
ぶ
て
が
老
人
の
と
こ
ろ
ま
で
飛
ん
で
く
る
。
老
人
が
す
で

に
神
の
力
を
失
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

　

つ
ぎ
の
場
面
は
黄
河
の
激
流
。
老
人
は
い
っ
た
ん
村
に
入
っ
た
あ
と
、
石
つ
ぶ

て
を
浴
び
た
の
で
、
ま
た
河
を
渡
っ
て
戻
っ
て
き
た
の
だ
ろ
う
か
。
老
人
が
う
ど

ん
屋
で
酒
を
飲
ん
で
い
る
と
、
女
将
が
﹁
ど
う
か
し
た
の
？

今
日
の
あ
な
た
は

歌
っ
て
い
た
こ
ろ
と
別
人
だ
わ
﹂
と
声
を
か
け
る
。
老
人
と
女
将
の
間
で
意
味
深

な
会
話
が
交
わ
さ
れ
、
女
将
が
涙
を
流
し
な
が
ら
し
っ
と
り
と
歌
う
。
し
ば
し
女

将
を
抱
き
し
め
る
老
人
。
老
人
は
主
人
に
﹁
女
房
に
触
っ
た
の
に
、
な
ん
で
殺
さ

ん
。
殺
し
て
黄
河
に
投
げ
込
め
ば
見
つ
か
ら
ん
﹂
と
言
う
と
、
主
人
は
﹁
な
に
を

お
っ
し
ゃ
る
。
あ
な
た
は
神
さ
ま
だ
﹂
と
答
え
る
。
そ
の
あ
と
老
人
と
主
人
の
間

で
禅
問
答
の
よ
う
な
会
話
が
交
わ
さ
れ
る
。
こ
の
う
ど
ん
屋
は
、
ど
の
よ
う
な
空

間
と
見
る
べ
き
だ
ろ
う
か
。
実
は
こ
れ
よ
り
前
に
、
老
人
が
寝
泊
り
し
て
い
る
村

の
古
い
廟
の
仏
像
の
顔
と
、う
ど
ん
屋
の
主
人
の
顔
が
、一
瞬
重
な
っ
て
映
る
シ
ー

ン
が
あ
る
。
う
ど
ん
屋
の
主
人
は
仏
の
化
身
と
い
う
暗
示
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
そ

の
主
人
が
営
む
う
ど
ん
屋
は
、
廟
と
同
様
に
彼
岸
に
通
じ
る
空
間
で
あ
り
、
う
ど

ん
屋
の
前
を
流
れ
る
大
河
は
三
途
の
川
の
暗
喩
な
の
だ
ろ
う
。そ
う
だ
と
す
れ
ば
、

う
ど
ん
屋
の
主
人
と
女
将
が
こ
こ
か
ら
彼
岸
と
此
岸
を
眺
め
、
た
と
え
ば
迷
い
込

ん
で
き
た
老
人
に
禅
問
答
で
応
じ
る
こ
と
も
不
思
議
で
は
な
い
。

　

老
人
が
廟
に
帰
る
と
、
若
者
は
床
に
臥
せ
っ
て
お
り
、﹁
約
束
の
凧
を
買
っ
て

き
た
ぞ
﹂
と
言
う
と
、
声
を
上
げ
て
泣
き
出
す
。﹁
な
ぜ
見
え
な
い
ん
だ
。
自
分

の
目
で
見
て
み
た
い
﹂
と
訴
え
る
若
者
に
、老
人
は
﹁
そ
れ
な
ら
琴
を
弾
く
ん
だ
﹂

と
答
え
る
。
そ
の
夜
、
老
人
は
大
勢
の
村
人
と
か
が
り
火
に
囲
ま
れ
、
英
雄
の
歌

で
は
な
く
、
女
た
ち
や
男
た
ち
や
子
供
た
ち
の
歌
を
歌
う
。
昼
間
の
争
い
の
と
き

に
は
老
人
の
姿
が
目
に
入
ら
な
か
っ
た
の
に
、
こ
の
と
き
の
村
人
は
老
人
の
歌
に

聞
き
入
っ
て
い
る
。
こ
れ
が
最
後
の
口
演
で
あ
る
こ
と
を
、
村
人
も
わ
か
っ
て
い

る
か
ら
だ
ろ
う
。
こ
の
と
き
村
人
の
輪
の
中
に
は
、
法
衣
を
纏
っ
た
う
ど
ん
屋
の

主
人
も
い
る
。
主
人
は
老
人
の
姿
を
見
届
け
る
と
、
そ
っ
と
立
ち
去
る
。

　

最
後
の
口
演
の
翌
日
、
若
者
を
先
頭
に
し
た
葬
儀
の
列
が
廟
か
ら
黄
河
の
ほ
と

り
へ
向
か
う
。
老
人
の
亡な

き
が
ら骸
は
穏
や
か
な
大
河
に
流
さ
れ
る
。
若
者
は
旅
支
度
を

整
え
、
老
人
か
ら
受
け
継
い
だ
処
方
箋
で
は
な
く
、
蘭
秀
の
手
紙
を
三
弦
琴
の
胴

に
収
め
る
。
若
者
が
廟
を
出
る
と
数
人
の
男
た
ち
が
待
ち
構
え
て
い
て
、
か
つ
て

老
人
を
座
ら
せ
た
神
輿
に
若
者
を
座
ら
せ
る
。
老
人
亡
き
後
、
若
者
を
あ
ら
た
な

神
に
ま
つ
り
あ
げ
よ
う
と
い
う
の
だ
。
こ
こ
で
不
可
解
な
の
は
、
若
者
を
神
輿
に

座
ら
せ
て
担
ぎ
上
げ
る
男
た
ち
を
率
い
て
い
る
の
は
蘭
秀
の
父
親
で
あ
る
こ
と

だ
。
し
か
も
、
高
笑
い
し
な
が
ら
。
娘
を
死
に
追
い
や
っ
た
（
追
い
や
っ
た
の
は

父
親
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
の
よ
う
な
自
覚
は
父
親
に
は
な
い
だ
ろ
う
）
若
者
を
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憎
む
ど
こ
ろ
か
、
あ
ら
た
な
神
と
し
て
担
ぎ
上
げ
て
愉
快
そ
う
に
笑
う
父
親
の
姿

は
異
様
で
あ
る
。
娘
の
死
を
悼
む
よ
り
も
、
あ
ら
た
な
神
を
作
り
出
す
こ
と
を
優

先
す
る
共
同
体
の
論
理
の
異
常
さ
を
描
い
た
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
か
。
若
者
は

い
っ
た
ん
神
輿
に
担
ぎ
上
げ
ら
れ
る
が
、
す
ぐ
に
神
輿
を
下
ろ
さ
せ
、
三
弦
琴
と

凧
を
肩
に
か
つ
い
で
自
分
の
足
で
歩
き
始
め
る
。
若
者
は
老
人
と
異
な
る
道
を
自

分
の
意
思
に
よ
っ
て
選
択
し
た
こ
と
に
な
る
。
三
弦
琴
の
音
、
つ
づ
い
て
弦
楽
器

の
音
楽
が
静
か
に
流
れ
て
物
語
が
閉
じ
ら
れ
る
。

　

こ
れ
は
、
黄
河
上
流
の
秘
境
を
舞
台
と
し
た
神
話
で
あ
る
。
物
語
の
中
心
は
、

二
人
の
盲
人
の
そ
れ
ぞ
れ
の
生
き
方
に
あ
る
が
、
構
成
や
展
開
は
や
や
粗
く
、
プ

ロ
ッ
ト
に
も
矛
盾
が
散
見
し
、
演
出
や
演
技
も
唐
突
で
、
説
得
力
に
欠
け
る
場
面

が
少
な
く
な
い
。
し
か
し
そ
の
粗
さ
や
矛
盾
や
唐
突
さ
も
神
話
ゆ
え
の
こ
と
と
思

わ
せ
て
し
ま
う
の
は
、
圧
倒
的
な
迫
力
で
迫
る
大
自
然
の
魅
力
に
よ
る
と
こ
ろ
が

大
き
い
。

四
　
寓
話
か
ら
神
話
へ

　

前
章
で
見
た
よ
う
に
、
映
画
は
小
説
を
原
作
と
し
て
い
る
と
は
い
え
、
多
く
の

変
更
が
加
え
ら
れ
て
い
る
。
ま
ず
、
老
人
は
た
だ
の
盲
目
の
旅
芸
人
で
は
な
く
、

神
と
よ
ば
れ
る
存
在
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。
老
人
の
芸
の
内
容
も
語
り
か
ら
歌

に
変
わ
っ
て
い
る
。
ま
た
、
蘭
秀
は
自
殺
し
、
最
後
に
は
老
人
も
亡
く
な
り
、
若

者
は
老
人
か
ら
渡
さ
れ
た
処
方
箋
を
廟
に
置
い
た
ま
ま
一
人
で
旅
立
つ
。
小
説
が

人
生
の
歩
み
方
に
つ
い
て
の
寓
話
で
あ
る
の
に
対
し
、
映
画
は
黄
河
上
流
域
の
神

秘
的
な
空
間
で
起
こ
る
神
話
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
そ
の
よ
う
な

神
話
的
世
界
を
成
立
さ
せ
て
い
る
映
画
の
構
造
に
つ
い
て
、
さ
ら
に
詳
し
く
検
討

し
た
い
。

（
一
）
神
話
の
舞
台

　

第
二
章
で
述
べ
た
よ
う
に
、
小
説
で
は
、
時
間
と
場
所
に
つ
い
て
の
具
体
的
な

描
写
が
ほ
と
ん
ど
な
い
。
時
間
に
つ
い
て
は
、
町
で
は
ト
ラ
ン
ジ
ス
タ
ラ
ジ
オ
を

売
っ
て
い
る
こ
と
（
少
な
く
と
も
ト
ラ
ン
ジ
ス
タ
ラ
ジ
オ
を
売
っ
て
い
る
程
度
に

は
現
代
の
物
語
で
あ
る
こ
と
）、
場
所
に
つ
い
て
は
、
冬
は
雪
が
積
も
る
よ
う
な

山
村
で
あ
る
こ
と
（
作
者
が
陝
西
省
北
部
延
安
地
区
の
山
村
で
暮
ら
し
た
経
験
が

あ
る
こ
と
を
知
る
読
者
は
、
そ
の
地
域
を
思
い
浮
か
べ
る
か
も
し
れ
な
い
）
が
わ

か
る
く
ら
い
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
一
つ
の
寓
話
で
あ
り
、
時
間
や
場
所
が

特
定
で
き
な
い
こ
と
は
物
語
の
理
解
に
何
ら
影
響
を
与
え
る
も
の
で
は
な
い
こ
と

も
、
先
に
述
べ
た
と
お
り
で
あ
る
。

　

一
方
、
視
覚
や
聴
覚
、
こ
と
に
膨
大
な
視
覚
的
情
報
を
瞬
時
に
与
え
て
し
て
し

ま
う
映
画
で
は
、
時
間
や
場
所
の
不
特
定
性
を
貫
く
こ
と
は
難
し
い
。
む
し
ろ
、

そ
れ
ら
の
情
報
を
ど
の
よ
う
な
タ
イ
ミ
ン
グ
で
ど
の
よ
う
に
伝
え
て
い
く
か
が
鍵

と
な
る
。
こ
の
映
画
の
場
合
、
時
間
に
つ
い
て
は
、
物
語
の
後
半
で
、
老
人
が
か

つ
て
の
師
匠
の
墓
石
を
叩
き
割
る
シ
ー
ン
が
手
が
か
り
に
な
り
そ
う
だ
。
そ
の
と

き
墓
石
が
一
瞬
ア
ッ
プ
に
な
り
、
そ
こ
に
は
民
国
二
十
三
年
と
刻
ま
れ
て
い
る
の

が
認
め
ら
れ
る
。
老
人
の
か
つ
て
の
師
匠
が
亡
く
な
っ
た
の
が
民
国
二
十
三
年
、

す
な
わ
ち
一
九
三
四
年
だ
と
す
れ
ば
、
老
人
は
そ
の
後
、
千
本
の
弦
を
弾
き
切
る

こ
と
だ
け
を
考
え
て
約
六
十
年
生
き
て
き
た
と
い
う
設
定
だ
か
ら
、
物
語
の
現
在

は
一
九
九
〇
年
代
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
映
画
が
制
作
さ
れ
た
こ
ろ
と
ほ
ぼ
同
時

代
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
町
の
市
場
の
様
子
は
と
て
も
一
九
九
〇
年

代
に
は
見
え
な
い
。
薬
屋
の
店
内
や
人
々
の
服
装
は
、
む
し
ろ
師
匠
が
亡
く
な
っ

た
一
九
三
〇
年
代
、
も
し
く
は
そ
れ
以
前
の
よ
う
に
見
え
る
。
わ
ざ
わ
ざ
墓
石
に

刻
ま
れ
た
年
代
を
見
せ
て
お
き
な
が
ら
、こ
の
矛
盾
は
ど
う
し
た
こ
と
だ
ろ
う
か
。

あ
る
い
は
、
こ
れ
は
古
の
神
話
で
あ
る
が
、
現
代
で
も
起
こ
り
う
る
と
い
う
メ
ッ

セ
ー
ジ
な
の
だ
ろ
う
か
。
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場
所
に
つ
い
て
は
、
村
は
も
と
よ
り
、
町
の
市
場
や
、
町
か
ら
村
へ
向
か
う
途

中
の
風
景
も
具
体
的
に
描
写
さ
れ
て
い
る
。
む
し
ろ
、
村
に
入
る
ま
で
の
描
写
に

と
り
わ
け
意
が
注
が
れ
て
い
る
。
老
人
と
若
者
を
ま
ず
町
の
中
に
登
場
さ
せ
て
か

ら
村
へ
向
か
わ
せ
た
の
も
、
こ
れ
か
ら
向
か
う
村
が
ど
ん
な
に
辺
境
の
地
で
あ
る

か
、
村
の
周
辺
に
は
い
か
に
神
秘
的
な
大
自
然
が
広
が
っ
て
い
る
か
を
、
最
初
に

印
象
づ
け
る
た
め
だ
ろ
う
。

　

と
り
わ
け
印
象
的
な
の
は
、
黄
河
の
激
流
（
瀑
布
）
で
あ
る
。
映
画
で
は
、
こ

こ
を
渡
ら
な
い
と
村
へ
入
れ
な
い
設
定
に
な
っ
て
お
り
、
老
人
が
は
じ
め
に
河
を

渡
る
際
に
、
謎
め
い
た
儀
式
が
演
じ
ら
れ
る
。
ま
た
、
瀑
布
の
ほ
と
り
に
、
此
岸

と
彼
岸
の
境
界
に
建
つ
空
間
と
し
て
う
ど
ん
屋
が
設
定
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
瀑
布

は
山
西
省
（
南
西
部
）
と
陝
西
省
（
東
部
）
の
省
境
に
あ
る
﹁
壺
口
瀑
布
﹂
で
あ

る
。
西
か
ら
東
へ
流
れ
て
き
た
黄
河
は
い
っ
た
ん
北
に
大
き
く
方
向
を
換
え
、
そ

の
あ
と
ま
た
大
き
く
南
に
向
か
い
、さ
ら
に
方
向
を
変
え
て
東
へ
流
れ
て
い
く
が
、

そ
の
東
に
向
き
を
変
え
る
少
し
手
前
あ
た
り
に
位
置
す
る
。
河
の
両
岸
に
山
が
迫

り
、
馬
蹄
形
の
大
き
な
滝
壺
が
形
成
さ
れ
て
い
る
。
二
、三
十
メ
ー
ト
ル
く
ら
い

あ
る
落
差
を
黄
濁
し
た
水
が
一
気
に
落
ち
、
さ
ら
に
波
し
ぶ
き
を
上
げ
な
が
ら
流

れ
下
っ
て
い
く
。
望
遠
レ
ン
ズ
で
撮
影
さ
れ
た
映
像
は
、
見
て
い
る
と
い
ま
に
も

流
れ
に
呑
み
込
ま
れ
て
し
ま
い
そ
う
な
迫
力
が
あ
る
。
壺
口
瀑
布
は
貴
州
省
の
黄

果
樹
瀑
布
と
な
ら
ぶ
中
国
有
数
の
滝
で
あ
る
が
、
交
通
の
便
が
よ
く
な
い
た
め
、

観
光
客
が
大
挙
押
し
寄
せ
る
名
所
と
な
る
の
を
免
れ
て
い
る
。

　

も
う
一
つ
の
と
く
に
印
象
的
な
場
所
は
、
黄
河
を
渡
る
前
に
二
人
が
野
宿
す
る

荒
野
で
あ
る
。
遠
く
に
山
々
の
シ
ル
エ
ッ
ト
が
ぼ
ん
や
り
と
見
え
る
ほ
か
は
何
も

な
い
荒
野
の
中
心
に
あ
っ
て
、
大
き
な
存
在
感
を
示
し
て
い
る
巨
大
な
円
錐
形
の

盛
土
は
、
十
一
世
紀
か
ら
十
三
世
紀
は
じ
め
に
栄
え
た
西
夏
の
歴
代
の
王
の
陵
墓

﹁
西
夏
王
陵
﹂
で
あ
る
。
寧
夏
回
族
自
治
区
銀
川
市
の
西
の
郊
外
三
十
五
キ
ロ
に

位
置
す
る
。
映
画
は
一
つ
の
陵
墓
に
焦
点
を
あ
わ
せ
て
い
る
が
、
実
際
に
は
同
じ

よ
う
な
陵
墓
が
九
基
と
中
小
の
さ
ま
ざ
ま
な
陪
陵
が
点
在
し
て
い
る
。
静
ま
り

返
っ
た
夜
の
群
青
色
の
空
間
に
、
こ
の
不
思
議
な
形
状
の
物
体
だ
け
が
ぽ
つ
ん
と

浮
か
び
、
映
画
の
神
話
的
舞
台
を
効
果
的
に
演
出
し
て
い
る
。

　

黄
河
を
渡
っ
た
あ
と
村
に
入
る
ま
で
、
老
人
と
若
者
は
広
漠
と
し
た
砂
漠
を
歩

い
て
い
く
。
黄
河
流
域
の
風
景
は
さ
ま
ざ
ま
で
、
西
北
部
に
は
こ
の
よ
う
な
砂
漠

が
広
が
っ
て
い
る
。
撮
影
は
山
西
省
、
陝
西
省
、
寧
夏
回
族
自
治
区
か
ら
内
モ
ン

ゴ
ル
自
治
区
や
青
海
省
に
ま
で
及
ん
だ
と
い
う
。《
黄
土
地
》
で
も
描
か
れ
た
地

の
果
て
ま
で
も
続
く
と
思
わ
れ
る
よ
う
な
黄
色
い
大
地
は
、
人
為
の
及
ば
ぬ
圧
倒

的
な
自
然
の
力
、
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
自
然
の
も
と
で
は
る
か
昔
か
ら
生
き
て
き

た
中
華
民
族
の
知
恵
や
苦
難
を
想
像
さ
せ
る
。
自
然
へ
の
畏
れ
と
古
代
文
明
や
歴

史
へ
の
憧
憬
の
中
で
、
そ
の
よ
う
な
場
所
で
あ
れ
ば
、
あ
る
い
は
こ
の
よ
う
な
神

話
も
可
能
な
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
せ
る
迫
力
が
あ
る
。

　

実
際
に
は
、
壺
口
瀑
布
（
山
西
省
西
南
部
と
陝
西
省
南
東
部
の
省
境
）
か
ら
西

夏
王
陵
（
寧
夏
回
族
自
治
区
銀
川
市
郊
外
）
そ
し
て
さ
ら
に
内
モ
ン
ゴ
ル
自
治
区

や
青
海
省
の
砂
漠
ま
で
、
数
百
キ
ロ
は
あ
る
ル
ー
ト
を
徒
歩
で
数
日
の
う
ち
に
移

動
す
る
こ
と
は
不
可
能
だ
。
し
か
し
、
映
画
の
中
で
は
そ
れ
ほ
ど
違
和
感
な
く
、

黄
河
上
流
域
の
雄
渾
で
神
秘
的
な
風
景
と
し
て
流
れ
て
い
く
。
神
話
が
起
こ
り
え

る
舞
台
と
し
て
黄
河
上
流
域
を
選
び
、
い
く
つ
か
の
印
象
的
な
場
所
の
映
像
を
巧

み
に
つ
な
い
で
見
せ
た
戦
略
は
、
み
ご
と
に
成
功
し
て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

逆
に
言
え
ば
、
こ
の
映
画
か
ら
こ
れ
ら
の
映
像
を
取
り
除
い
た
ら
、
こ
の
物
語
は

神
話
と
し
て
も
成
立
し
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
の
意
味
で
は
、
こ
の
映

画
の
主
役
は
、こ
れ
ら
黄
河
上
流
の
秘
境
の
地
と
い
う
こ
と
さ
え
で
き
る
だ
ろ
う
。

（
二
）
神
の
条
件

　

小
説
で
は
老
人
は
あ
く
ま
で
も
芸
人
で
あ
る
。
そ
の
芸
の
み
ご
と
さ
ゆ
え
に
村
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人
に
歓
迎
さ
れ
る
が
、
村
人
に
ひ
と
と
き
の
娯
楽
を
提
供
す
る
旅
の
芸
人
の
一
人

に
す
ぎ
な
い
。
映
画
で
は
、
老
人
は
旅
芸
人
で
は
あ
る
が
、
村
人
か
ら
神
と
呼
ば

れ
、
人
々
が
憎
し
み
争
う
場
面
を
一
瞬
に
し
て
お
さ
め
て
し
ま
う
力
を
持
つ
。
そ

の
芸
は
伝
統
的
な
語
り
物
で
あ
る
﹁
説
書
﹂
で
は
な
く
、
民
謡
風
の
歌
に
変
更
さ

れ
て
い
る
。
三
弦
琴
も
弾
く
が
、
演
奏
の
場
面
は
多
く
な
い
。
最
後
の
口
演
の
場

面
で
も
、
三
弦
琴
を
手
に
し
て
は
い
る
が
、
弾
い
て
い
る
様
子
は
な
い
。

　

語
り
か
ら
歌
へ
の
変
更
は
、
老
人
に
与
え
ら
れ
た
役
割
の
変
更
に
伴
う
も
の
だ

ろ
う
。
人
々
の
心
を
た
ち
ま
ち
つ
か
ん
で
し
ま
う
神
の
業
と
し
て
は
、
語
り
よ
り

も
、
朗
々
と
歌
い
上
げ
る
歌
の
ほ
う
が
ふ
さ
わ
し
い
と
判
断
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
。

確
か
に
個
性
的
で
迫
力
あ
る
声
で
あ
る
。
た
だ
、
老
人
の
声
に
し
て
は
や
や
若
す

ぎ
、
達
者
す
ぎ
る
の
で
、
歌
は
プ
ロ
の
歌
手
の
吹
き
替
え
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
民

謡
風
に
ア
レ
ン
ジ
さ
れ
て
い
る
と
は
い
え
現
代
的
な
歌
で
あ
り
、
歌
詞
が
物
語
の

内
容
に
符
合
し
す
ぎ
て
い
る
の
は
、
や
や
違
和
感
が
あ
る
。
さ
ら
に
、
雄
叫
び
を

上
げ
な
が
ら
武
闘
を
繰
り
広
げ
る
数
百
人
の
男
た
ち
が
、
百
メ
ー
ト
ル
以
上
も
離

れ
た
丘
の
上
で
歌
う
老
人
の
歌
に
気
づ
き
喧
嘩
を
止
め
る
と
い
う
場
面
は
、
さ
す

が
に
説
得
力
が
な
い
。
老
人
の
姿
を
ア
ッ
プ
に
し
、
歌
の
ボ
リ
ュ
ー
ム
を
次
第
に

上
げ
、
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
で
は
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
の
伴
奏
音
で
さ
ら
に
盛
り
上
げ
て

そ
の
神
業
ぶ
り
を
強
調
し
て
い
る
が
、
そ
の
よ
う
な
演
出
を
し
な
く
て
は
な
ら
な

い
く
ら
い
無
理
な
設
定
で
あ
る
こ
と
を
か
え
っ
て
露
呈
し
て
し
ま
っ
て
い
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
老
人
は
な
ぜ
神
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
だ
ろ
う
。
い
く
ら

そ
の
歌
が
み
ご
と
だ
と
し
て
も
、
神
と
ま
で
あ
が
め
ら
れ
る
の
は
な
ぜ
な
の
だ
ろ

う
か
。
そ
の
答
え
は
、
老
人
の
死
後
の
村
人
の
行
動
に
よ
っ
て
知
る
こ
と
が
で
き

る
。
老
人
の
葬
儀
が
終
わ
り
、
一
人
旅
支
度
を
し
て
村
を
出
よ
う
と
し
た
若
者
を

村
人
が
待
ち
受
け
て
お
り
、
か
つ
て
老
人
に
そ
う
し
た
よ
う
に
、
若
者
を
神
輿
に

座
ら
せ
て
担
ぎ
上
げ
る
。
あ
ら
た
な
神
に
ま
つ
り
あ
げ
よ
う
と
い
う
わ
け
だ
。
つ

ま
り
神
は
、
実
は
村
人
た
ち
が
必
要
と
し
作
り
上
げ
た
偶
像
な
の
で
あ
る
。
お
そ

ら
く
は
、
村
人
同
士
の
争
い
を
お
さ
め
、
村
の
平
和
を
維
持
す
る
た
め
に
。
そ
の

役
割
を
担
う
の
に
ふ
さ
わ
し
い
も
の
と
し
て
、
村
の
外
か
ら
や
っ
て
く
る
異
質
の

人
間
で
あ
る
盲
目
の
旅
芸
人
が
選
ば
れ
、
老
人
も
そ
の
役
割
を
果
た
し
た
。
そ
し

て
老
人
が
亡
く
な
っ
た
今
、
あ
ら
た
な
神
と
し
て
若
者
が
選
ば
れ
た
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
三
弦
琴
も
歌
も
未
熟
な
若
者
に
、
老
人
の
代
わ
り
が
つ
と
ま
る
の
だ

ろ
う
か
？

こ
こ
で
、
村
人
が
若
者
を
神
輿
に
担
ぎ
上
げ
る
前
に
、
若
者
が
持
つ

二
つ
の
三
弦
琴
を
一
つ
ず
つ
振
っ
て
み
て
、
中
に
処
方
箋
が
入
っ
て
い
る
か
ど
う

か
確
認
し
た
こ
と
に
注
目
し
よ
う
。
村
人
は
、
二
つ
の
三
弦
琴
の
う
ち
、
処
方
箋

（
実
は
蘭
秀
の
手
紙
な
の
だ
が
）
が
入
っ
て
い
る
三
弦
琴
だ
け
を
若
者
に
持
た
せ

て
か
ら
、
神
輿
に
座
ら
せ
て
い
る
。
神
に
な
る
条
件
は
、
そ
の
芸
で
は
な
く
て
処

方
箋
な
の
で
あ
る
。
秘
伝
の
処
方
箋
を
受
け
継
ぎ
、
た
と
え
ば
千
本
の
弦
を
弾
き

切
っ
た
と
き
に
は
じ
め
て
そ
の
処
方
箋
に
書
か
れ
た
薬
を
手
に
す
る
こ
と
が
で
き

る
と
信
じ
、
そ
の
た
め
に
他
の
一
切
の
欲
を
捨
て
て
芸
に
精
進
す
る
、
そ
の
よ
う

な
人
間
こ
そ
が
、
欲
の
た
め
に
争
い
合
う
村
人
た
ち
の
心
を
一
つ
に
す
る
こ
と
が

で
き
る
神
と
な
り
え
る
の
で
あ
る
。

　

老
人
は
も
う
高
齢
に
達
し
て
い
る
か
ら
、
村
人
の
中
に
は
そ
ろ
そ
ろ
後
継
の
こ

と
を
考
え
始
め
た
者
も
い
た
だ
ろ
う
。
そ
れ
で
も
老
人
が
千
本
の
弦
を
弾
き
切
る

ま
で
は
ず
っ
と
神
で
い
ら
れ
た
は
ず
だ
。
し
か
し
老
人
は
千
本
の
弦
を
弾
き
切
っ

て
し
ま
い
、
も
う
処
方
箋
は
必
要
が
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
処
方
箋
を
必
要
と

し
な
い
老
人
は
神
で
は
な
い
。
だ
か
ら
、
老
人
が
町
か
ら
戻
っ
た
と
き
、
村
人
の

争
い
を
静
め
る
よ
う
な
神
の
力
を
発
揮
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
だ
。
老
人

が
は
じ
め
て
激
流
を
渡
っ
た
と
き
、
渡
し
舟
の
船
頭
が
、﹁
じ
い
さ
ん
、
琴
は
ゆ
っ

く
り
弾
く
ん
だ
。
い
い
か
、
急
い
で
弾
く
な
よ
﹂
と
意
味
深
な
言
葉
を
か
け
た
の

は
、
そ
う
い
う
こ
と
だ
っ
た
の
だ
。
あ
る
い
は
船
頭
は
、
老
人
の
師
匠
も
か
つ
て
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そ
の
よ
う
な
運
命
を
た
ど
っ
た
こ
と
を
知
っ
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

五
　
お
わ
り
に

　

小
説
も
映
画
も
、
人
生
を
ど
の
よ
う
に
歩
む
か
に
つ
い
て
の
物
語
で
あ
る
。
た

だ
、
そ
こ
に
示
さ
れ
る
歩
み
方
は
同
じ
で
は
な
い
。
小
説
で
は
、
老
人
は
処
方
箋

が
実
は
白
紙
だ
っ
た
と
知
り
、
そ
れ
ま
で
張
り
つ
め
て
い
た
心
の
弦
が
切
れ
て
し

ま
う
。
し
か
し
、﹁
人
生
は
琴
の
弦
の
よ
う
な
も
の
。
張
り
つ
め
て
こ
そ
よ
く
弾

け
る
。
よ
く
弾
け
れ
ば
そ
れ
で
十
分
だ
﹂
と
い
う
師
匠
の
臨
終
の
言
葉
を
思
い
出

し
、
架
空
の
目
的
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
に
よ
っ
て
張
り
つ
め
た
人
生
を
送
り
、
そ

の
過
程
の
中
に
喜
び
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
た
な
ら
、
そ
れ
で
よ
い
で
は
な
い
か

と
思
い
直
す
。
そ
し
て
、若
者
が
﹁
目
を
開
け
て
見
て
見
た
い
﹂
と
言
っ
た
と
き
、

か
つ
て
師
匠
が
そ
う
し
た
よ
う
に
﹁
そ
れ
な
ら
琴
を
弾
く
こ
と
だ
。
千
二
百
本
弾

き
切
る
ん
だ
﹂
と
言
っ
て
、
処
方
箋
を
若
者
の
三
弦
琴
の
胴
に
収
め
る
。
ま
た
、

若
者
も
そ
れ
を
受
け
入
れ
る
。

　

老
人
と
若
者
の
こ
の
結
論
は
、
お
そ
ら
く
作
者
史
鉄
生
の
（
こ
の
小
説
を
書
い

た
一
九
八
五
年
頃
の
）
結
論
で
も
あ
っ
た
は
ず
だ
。
人
は
誰
で
も
、
自
分
の
歩
む

道
が
こ
の
先
ど
う
な
っ
て
い
る
の
か
見
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
何
の
た
め
に
生
ま

れ
、
何
の
た
め
に
生
き
、
最
後
は
ど
う
な
る
の
か
、
答
え
を
得
る
こ
と
も
難
し
い
。

生
き
る
こ
と
に
も
と
も
と
意
味
や
目
的
は
な
い
の
か
も
し
れ
ず
、
ど
う
生
き
た
と

こ
ろ
で
人
生
は
困
難
な
も
の
に
違
い
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
人
生
を
少
し
で
も

よ
り
よ
く
生
き
よ
う
と
す
る
こ
と
、
そ
の
よ
う
な
過
程
こ
そ
が
生
き
る
と
い
う
こ

と
な
の
で
は
な
い
か
―
―
そ
れ
が
、
二
十
一
歳
で
突
然
に
難
病
に
襲
わ
れ
て
両
足

の
自
由
を
失
い
、
絶
望
の
淵
か
ら
小
説
を
書
き
始
め
た
（
一
九
八
五
年
頃
の
）
作

者
の
悟
り
で
あ
り
、
確
信
で
あ
る
よ
う
に
思
う
。

　

し
か
し
陳
凱
歌
は
、
老
人
と
若
者
に
ま
っ
た
く
別
の
選
択
を
さ
せ
た
。
映
画
の

老
人
は
、二
つ
の
道
を
同
時
に
歩
ん
で
い
る
。
一
つ
は
芸
人
と
し
て
の
道
で
あ
る
。

芸
人
と
し
て
目
標
達
成
の
た
め
に
精
進
す
る
姿
、目
標
を
失
っ
た
と
き
の
絶
望
感
、

絶
望
の
あ
と
の
悟
り
、
若
者
へ
の
伝
承
の
仕
方
等
は
、
基
本
的
に
小
説
と
大
き
く

変
わ
ら
な
い
。
も
う
一
つ
は
、
神
と
し
て
の
道
で
あ
る
。
老
人
は
、
村
人
か
ら
神

と
し
て
必
要
と
さ
れ
、
そ
の
期
待
に
応
え
よ
う
と
し
て
き
た
。
老
人
も
村
人
の
多

く
も
、
そ
の
二
つ
が
別
の
も
の
で
あ
る
と
は
思
っ
て
い
な
い
。
芸
を
極
め
た
か
ら

こ
そ
、
そ
の
芸
が
た
ち
ま
ち
人
々
を
ひ
き
つ
け
る
力
を
も
つ
と
信
じ
て
い
る
。
し

か
し
神
は
、
処
方
箋
と
い
う
虚
偽
の
道
具
を
介
し
て
作
り
出
さ
れ
た
虚
偽
の
役
割

で
あ
る
こ
と
が
、
最
後
に
は
明
ら
か
に
な
る
。
だ
か
ら
、
処
方
箋
が
虚
偽
で
あ
っ

た
こ
と
を
老
人
が
知
っ
た
と
き
、老
人
は
二
つ
の
道
を
同
時
に
失
う
こ
と
に
な
る
。

そ
し
て
処
方
箋
は
若
者
に
渡
さ
れ
る
が
、
若
者
は
処
方
箋
を
捨
て
置
き
、
村
人
に

よ
っ
て
用
意
さ
れ
た
神
の
道
を
拒
否
し
、
自
分
の
足
で
一
人
あ
ら
た
な
道
を
歩
む

こ
と
を
決
意
す
る
。

　

神
に
ま
つ
り
上
げ
ら
れ
た
老
人
、
神
を
妄
信
す
る
人
々
、
熱
狂
が
さ
め
た
あ
と

の
絶
望
、
そ
し
て
歩
き
始
め
る
あ
ら
た
な
道
。
そ
れ
は
、
文
革
初
期
に
紅
衛
兵
と

し
て
熱
狂
の
渦
の
中
に
い
た
陳
凱
歌
が
経
験
し
た
高
揚
感
、
虚
無
感
、
そ
し
て
再

生
の
道
に
重
な
っ
て
見
え
る
。
老
人
が
、
か
つ
て
自
分
に
処
方
箋
を
授
け
た
師
匠

の
墓
石
を
叩
き
割
る
場
面
に
は
、虚
偽
の
歴
史
に
対
す
る
激
し
い
憤
り
や
抗
議
が
、

若
者
が
一
人
歩
き
出
す
ラ
ス
ト
シ
ー
ン
に
は
、
過
去
と
決
別
し
、
未
知
の
世
界
に

向
か
っ
て
い
く
気
概
が
感
じ
ら
れ
る
。
そ
こ
に
は
、
陳
凱
歌
の
（
こ
の
映
画
を
製

作
し
た
一
九
九
一
年
頃
の
）
自
負
や
自
信
が
透
け
て
見
え
る
。
小
説
と
映
画
の
二

人
の
盲
人
の
歩
み
方
の
違
い
は
、
小
説
家
・
史
鉄
生
と
映
画
監
督
・
陳
凱
歌
の
人

生
経
験
と
人
生
観
の
違
い
か
ら
生
ま
れ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

　

ま
た
、
第
二
、三
、四
章
で
詳
し
く
述
べ
た
よ
う
に
、
小
説
《
命
若
琴
弦
》
と
映

画
《
邊
走
邊
唱
》
の
相
違
は
、小
説
と
映
画
と
い
う
表
現
媒
体
の
相
違
で
も
あ
る
。
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栗山：小説から映画へ――『人生は琴の弦のように』（命若琴弦／邊走邊唱）を題材に

時
間
や
場
所
を
特
定
し
な
い
ま
ま
に
、人
生
の
歩
み
方
を
寓
話
と
し
て
描
い
た《
命

若
琴
弦
》
は
、
小
説
以
外
の
な
に
も
の
で
も
な
い
。
そ
れ
に
対
し
、
視
覚
と
聴
覚

に
訴
え
て
、
黄
河
上
流
域
の
神
話
を
作
り
上
げ
た
《
邊
走
邊
唱
》
は
、
映
画
だ
か

ら
こ
そ
可
能
に
な
っ
た
世
界
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
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