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花
と
侏
儒
と
を
語
れ
ど
も 

 
「
旱
害
地
帯
」
（
「
文
語
詩
稿 

一
百
篇
」
）
を
読
む 

信
時 

哲
郎 

 

「
文
語
詩
稿 

一
百
篇
」
所
収
の
「
旱
害
地
帯
」
に
は
定
稿
が
現
存
し

な
い
。
さ
ら
に
下
書
稿
も
現
存
せ
ず
、
『
新
校
本
全
集
』
に
は
先
行
作

品
や
関
連
作
品
も
示
さ
れ
て
い
な
い
。
先
行
研
究
も
ほ
と
ん
ど
な
く
、

内
容
に
関
す
る
議
論
は
ほ
と
ん
ど
進
ん
で
い
な
い
。
し
か
し
「
旱
害
地

帯
」
は
、
旱
害
、
つ
ま
り
ヒ
デ
リ
の
害
の
甚
だ
し
か
っ
た
大
正
末
年
か

ら
昭
和
初
期
の
状
況
を
詠
み
こ
ん
だ
作
品
と
し
て
、
極
め
て
重
要
な
も

の
だ
と
思
う
。
ま
た
、
本
作
が
賢
治
自
身
の
体
験
を
元
に
し
た
作
品
で

あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
賢
治
は
農
業
技
術
者
と
し
て
旱
害
に
つ
い
て
認
識

を
改
め
る
必
要
を
感
じ
た
だ
け
で
な
く
、
童
話
作
家
と
し
て
も
認
識
を

改
め
る
必
要
を
感
じ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。 

 

 

ま
ず
は
『
新
校
本
全
集
』
に
従
っ
て
定
稿
を
読
ん
で
み
た
い
。 

 

多
く
は
業
に
し
た
が
ひ
て 

 

指
う
ち
や
ぶ
れ
眉
く
ら
き 

学
び
の
児
ら
の
群
な
り
き 

 

花
と
侏
儒
と
を
語
れ
ど
も 

 

刻
め
る
ご
と
く
眉
く
ら
き 

稔
ら
ぬ
土
の
児
ら
な
り
き 

  
 

 
 

…
…
村
に

県
あ
が
た

に
か
の
児
ら
の 

二
百
と
す
れ
ば
四
万
人 

 
 

 
 

 
 

四
百
と
す
れ
ば
九
万
人
…
… 

 

ふ
り
さ
け
見
れ
ば
そ
の
あ
た
り 

 

藍
暮
れ
そ
む
る
松
む
ら
と 

か
じ
ろ
き
雪
の
け
む
り
の
み 

 

一
連
目
で
は
旱
害
の
起
っ
た
地
方
に
お
け
る
子
ど
も
た
ち
の
状
況
を

描
い
て
い
る
。
入
沢
康
夫
（
「
文
語
詩
難
読
語
句
（
４
）
」
「
賢
治
研

究

111
」
平
成
二
十
二
年
九
月
）
は
「
業
」
を
「
ぎ
ょ
う
」
と
読
ま
せ
て

い
る
が
、
確
か
に
「
ご
う
」
で
は
仏
教
用
語
の
「
業
」
、
す
な
わ
ち
「
業

と
は
梵
語
で
カ
ル
マ
と
い
ふ
て
、
す
べ
て
過
去
に
な
し
た
る
こ
と
の
ま

だ
報
と
な
っ
て
あ
ら
は
れ
ぬ
を
業
と
い
ふ
」
（
童
話
「
二
十
六
夜
」
）

を
意
味
し
て
い
る
よ
う
に
読
め
て
し
ま
う
が
、
こ
こ
で
は
学
童
た
ち
も

農
業
な
ど
の
仕
事
を
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
か
ら
「
ぎ
ょ

う
」
と
読
ん
だ
方
が
よ
い
よ
う
に
思
う
。 

二
連
目
の
「
侏
儒
」
は
小
人
の
こ
と
だ
。
か
つ
て
『
宮
澤
賢
治
新
語

彙
辞
典
』
に
は
「
栄
養
が
悪
く
成
長
の
遅
れ
た
、
こ
び
と
の
よ
う
な
「
稔

ら
ぬ
土
の
児
ら
」
の
こ
と
で
あ
ろ
う
」
と
あ
っ
た
が
、
『
定
本
宮
澤
賢

治
語
彙
辞
典
』
で
は
「
心
の
余
裕
も
も
て
な
い
村
の
子
ど
も
た
ち
に
、

花
と
こ
び
と
さ
ん
の
メ
ル
ヘ
ン
の
よ
う
な
楽
し
い
は
ず
の
お
は
な
し
を

話
し
て
聞
か
せ
て
も
、
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
」
に
改
め
ら
れ
て
お
り
、

改
定
は
当
然
で
あ
っ
た
と
思
う
。
花
や
小
人
の
話
な
ど
で
、
旱
害
地
帯

の
子
供
た
ち
は
心
を
動
か
す
こ
と
も
な
か
っ
た
の
だ
と
い
う
こ
と
だ
ろ

う
。 三

連
目
は
ダ
ッ
シ
ュ
で
囲
ま
れ
て
い
る
が
、
視
点
人
物
の
内
言
で
、

「
こ
の
よ
う
な
児
童
が
、
村
に
二
百
人
い
る
と
す
れ
ば
全
県
で
は
四
万

人
、
村
に
四
百
人
い
る
と
す
れ
ば
全
県
で
は
九
万
人
に
な
る
だ
ろ
う
か
」
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と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。
二
百
人
で
四
万
人
な
ら
ば
、
四
百
人
な
ら
八
万

人
の
よ
う
に
も
思
え
る
が
、
賢
治
の
持
っ
て
い
た
「
〔
岩
手
県
市
町
村

分
布
図
〕
」
（
昭
和
四
年
四
月
～
昭
和
七
年
四
月
？
）
に
は
、
岩
手
県

の
市
町
村
数
が
二
三
七
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
二
〇
〇×

二
三
七
＝
四
万

七
千
四
百
人
、
四
〇
〇×

二
三
七
＝
九
万
四
千
八
百
人
と
な
り
、
千
以

下
を
切
り
捨
て
れ
ば
そ
れ
ぞ
れ
四
万
と
九
万
と
な
る
。
『
宮
澤
賢
治
イ

ー
ハ
ト
ヴ
学
事
典
』
の
「
岩
手
県
」
の
項
で
吉
見
正
信
は
「
賢
治
の
時

代
、

19
郡
１
市
（
盛
岡
市
・
明
治

22
年
４
月
市
制
施
行
）
を
中
心
に
、

21
町

219
村
に
わ
た
る
自
然
と
社
会
空
間
」
と
書
い
て
い
て
市
町
村
数
に

差
が
あ
る
が
、
そ
れ
ぞ
れ
に
二
百
と
四
百
を
か
け
て
も
千
以
下
を
切
り

捨
て
し
て
し
ま
え
ば
四
万
と
九
万
で
数
値
に
差
は
な
い
。
そ
も
そ
も
同

時
代
の
賢
治
で
あ
っ
て
も
、
繰
り
返
さ
れ
る
合
併
の
ニ
ュ
ー
ス
を
こ
ま

め
に
チ
ェ
ッ
ク
し
、
全
県
の
市
町
村
数
が
ど
う
変
化
し
た
か
に
つ
い
て

把
握
し
て
い
た
と
は
考
え
に
く
い
。 

第
四
連
は
、
視
線
を
遠
く
に
向
け
る
と
、
松
の
向
こ
う
に
は
雪
を
か

ぶ
っ
た
山
も
見
え
る
と
い
っ
た
状
景
で
あ
る
。
旱
害
の
真
っ
最
中
の
夏

で
は
な
く
、
敢
え
て
冬
（
あ
る
い
は
晩
秋
か
初
春
？
）
に
設
定
し
て
い

る
と
こ
ろ
か
ら
、
旱
害
が
一
時
だ
け
の
問
題
で
は
な
く
、
視
点
人
物
の

心
に
、
旱
害
地
帯
の
問
題
が
長
く
と
ど
ま
り
続
け
て
い
た
こ
と
を
示
す

つ
も
り
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。 

花
巻
近
郊
の
「
旱
害
地
帯
」
が
旱
害
の
被
害
か
ら
解
放
さ
れ
る
の
は

昭
和
三
十
六
年
に
豊
沢
ダ
ム
が
で
き
て
か
ら
だ
と
い
う
の
で
、
視
点
人

物
は
、
第
四
連
の
段
階
で
も
、
ま
だ
旱
害
を
克
服
で
き
た
と
い
う
地
点

に
は
立
て
て
い
な
い
。
事
実
、
『
定
本
語
彙
辞
典
』
に
よ
れ
ば
、
昭
和

三
年
の
欄
に
「
旱
魃
四
〇
日
以
上
に
及
び
、
陸
稲
、
野
菜
類
ほ
と
ん
ど

全
滅
」
と
あ
り
、
ま
た
、
昭
和
六
年
十
一
月
三
日
に
書
か
れ
た
と
思
し

き
「
雨
ニ
モ
マ
ケ
ズ
」
に
も
「
ヒ
デ
リ
」
と
あ
る
こ
と
に
も
、
そ
れ
は

明
ら
か
だ
（
原
文
に
は
「
ヒ
ド
リ
」
と
な
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
が
「
ヒ

デ
リ
」
の
誤
記
で
あ
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
、
こ
こ
で
は
繰
り
返
さ
な
い
）
。 

  

と
こ
ろ
で
、
平
澤
信
一
（
「
定
稿
紛
失
作
品
「
旱
害
地
帯
」
の
本
文

校
訂
に
関
わ
る
一
試
論
」
（
『
宮
沢
賢
治
《
遷
移
》
の
詩
学
』
蒼
丘
書

林 

平
成
二
十
年
六
月
）
は
、
本
作
の
定
稿
が
存
在
し
な
い
た
め
に
、『
新

校
本
全
集
』
で
も
『
十
字
屋
版
全
集
』
を
参
照
し
た
本
文
を
採
用
し
て

い
る
こ
と
に
つ
い
て
、
定
稿
は
別
の
形
体
で
あ
っ
た
可
能
性
が
あ
る
の

で
は
な
い
か
と
論
じ
て
い
る
。 

平
澤
は
、
賢
治
の
没
後
「
詩
人
時
代
」
（
昭
和
十
年
三
月
）
に
本
作

が
掲
載
さ
れ
た
際
の
形
体
が
、
定
稿
本
文
を
か
な
り
忠
実
に
再
現
し
て

い
る
の
で
は
な
い
か
と
し
、
さ
ら
に
島
根
県
大
社
町
で
発
行
さ
れ
た
詩

誌
「
森
１
」
（
昭
和
九
年
十
二
月
）
に
、
岡
崎

泰
固

た

い

こ

が
発
表
し
た
「
宮

沢
賢
治
論
」
中
に
「
旱
害
地
帯
」
が
引
用
さ
れ
て
い
る
例
か
ら
、
定
稿

本
文
は
次
の
よ
う
な
四
行
書
き
の
も
の
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
提
案

し
て
い
る
。 

 

多
く
は
業
に
し
た
が
ひ
て
、 

指
う
ち
や
ぶ
れ
眉
く
ら
き
、 

学
び

の
児
ら
の
群
な
り
き
。 

 

花
と
侏
儒
と
を
語
れ
ど
も
、 

刻
め
る
ご
と
く
眉
く
ら
き
、 

稔
ら

ぬ
土
の
児
ら
な
り
き
。 

 



3 
 

…
…
村
に

県
あ
が
た

に
か
の
児
ら
の
、 

二
百
と
す
れ
ば
四
万
人
、 

四
百

と
す
れ
ば
九
万
人
…
… 

 

ふ
り
さ
け
見
れ
ば
そ
の
あ
た
り
、 

藍
暮
れ
そ
む
る
松
む
ら
と
、 

か

じ
ろ
き
雪
の
け
む
り
の
み
。 

  

平
澤
の
提
案
に
は
お
お
む
ね
賛
成
だ
が
、
た
だ
「
…
…
」
の
部
分
に

つ
い
て
は
少
し
異
論
が
あ
る
。
文
語
詩
定
稿
に
は
、
本
作
の
他
に
も
「
紀

念
写
真
」
と
「
〔
天
狗
蕈 
け
と
ば
し
了
へ
ば
〕
」
（
と
も
に
「
一
百

篇
」
）
に
、
「
…
…
○
○
○
○ 
～ 
○
○
○
○
…
…
」
と
ダ
ッ
シ
ュ
で

挟
ん
で
い
る
例
が
あ
る
が
、
こ
の
二
作
を
原
稿
コ
ピ
ー
で
見
る
と
、
ど

ち
ら
も
最
初
の
「
…
…
」
の
上
に
は
一
字
分
ほ
ど
の
ス
ペ
ー
ス
が
あ
る

こ
と
が
確
認
で
き
る
。
『
新
校
本
全
集
』
で
も
、
そ
れ
を
取
り
入
れ
て

一
字
分
ほ
ど
ス
ペ
ー
ス
を
空
け
た
も
の
を
本
文
と
し
て
い
る
。
と
す
れ

ば
、
「
旱
害
地
帯
」
に
つ
い
て
も
、
や
は
り
一
文
字
分
程
度
の
ス
ペ
ー

ス
が
あ
っ
た
と
考
え
た
方
が
自
然
だ
ろ
う
。
実
際
『
十
字
屋
版
全
集
』

（
お
よ
び
そ
れ
を
元
に
し
た
『
新
校
本
全
集
』
）
で
も
、
そ
れ
を
反
映

さ
せ
て
本
文
と
し
て
い
た
か
ら
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
『
十
字
屋
版
全

集
』
（
『
新
校
本
全
集
』
）
を
踏
襲
す
べ
き
で
あ
る
と
思
う
。 

し
た
が
っ
て
定
稿
本
文
を
、
『
新
校
本
全
集
』
で
は
省
い
て
記
述
し

て
い
る
丸
番
号
を
含
め
て
書
く
と
次
の
よ
う
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る

（
「
詩
人
時
代
」
で
は
（
１
）
～
（
４
）
と
書
か
れ
て
い
た
と
い
う
が
、

平
澤
も
指
摘
す
る
よ
う
に
①
～
④
と
い
う
丸
番
号
で
あ
ろ
う
）
。 

 

① 

多
く
は
業
に
し
た
が
ひ
て
、 

指
う
ち
や
ぶ
れ
眉
く
ら
き
、 

学

び
の
児
ら
の
群
な
り
き
。 

 

② 

花
と
侏
儒
と
を
語
れ
ど
も
、 

刻
め
る
ご
と
く
眉
く
ら
き
、 

稔

ら
ぬ
土
の
児
ら
な
り
き
。 

 

③ 
 

…
…
村
に

県
あ
が
た

に
か
の
児
ら
の
、 

二
百
と
す
れ
ば
四
万
人
、 

四
百
と
す
れ
ば
九
万
人
…
… 

 

④ 

ふ
り
さ
け
見
れ
ば
そ
の
あ
た
り
、 

藍
暮
れ
そ
む
る
松
む
ら
と
、 

か
じ
ろ
き
雪
の
け
む
り
の
み
。 

 

そ
れ
で
は
、
内
容
の
検
討
に
移
り
た
い
。 

本
作
の
背
景
に
な
っ
て
い
る
の
は
、
大
正
十
三
年
か
ら
三
年
続
い
て

襲
っ
た
旱
害
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
『
定
本
語
彙
辞
典
』
に
は
、
一
九

二
四
（
大
正
十
三
）
年
の
項
に
「
こ
の
年
、
日
照
り
が
四
十
余
日
続
き
、

各
地
で
水
喧
嘩
が
起
き
、
旱
害
の
た
め
畑
作
五
割
減
収
」
と
あ
る
。
賢

治
と
も
交
流
の
あ
っ
た
盛
岡
測
候
所
長
・
福
井
規
矩
三
（
「
測
候
所
と

宮
沢
君
」
『
宮
沢
賢
治
研
究
資
料
集
成
２
』
日
本
図
書
セ
ン
タ
ー 

平
成

二
年
六
月
。
初
出
は
昭
和
十
四
年
九
月
）
は
、
「
昔
か
ら
岩
手
県
で
は

旱
魃
に
凶
作
な
し
」
と
言
わ
れ
て
い
た
が
、「
大
正
十
三
年
の
旱
天
は
、

岩
手
県
で
は
近
ご
ろ
で
は
な
か
つ
た
旱
害
の
記
録
で
、
以
前
は
何
時
で

も
水
が
余
つ
て
ゐ
た
の
で
、
水
不
足
で
作
付
が
出
来
な
い
と
い
ふ
こ
と

は
な
か
つ
た
。
大
正
七
年
に
も
ち
よ
い
と
し
た
小
規
模
な
旱
天
が
あ
つ

た
が
、
大
正
十
三
年
の
は
と
て
も
と
て
も
き
つ
か
つ
た
」
と
書
い
て
い

る
。 
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旱
魃
は
そ
の
翌
大
正
十
四
年
に
も
起
こ
り
、
賢
治
は
口
語
詩
「
毘
沙

門
天
の
宝
庫
」
で
「
大
正
十
三
年
や
十
四
年
の
／
は
げ
し
い
旱
魃
」
と

書
い
て
い
る
。
さ
ら
に
大
正
十
五
年
も
『
定
本
語
彙
辞
典
』
に
よ
れ
ば
、

「
六
月
～
七
月 

旱
害
。
七
月
一
七
日
ま
で
雨
量
少
な
く
植
え
つ
け
に

困
難
」
と
あ
り
、
賢
治
も
昭
和
二
年
九
月
の
日
付
け
の
あ
る
「
詩
ノ
ー

ト
」
の
「
一
〇
九
二 
藤
根
禁
酒
会
へ
贈
る 

一
九
二
七
ヽ
九
ヽ
一
六
ヽ
」

に
、
「
こ
の
三
年
に
わ
た
る
烈
し
い
旱
害
で
／
わ
れ
わ
れ
の
つ
ゝ
み
は

み
ん
な
水
が
涸
れ
／
ど
て
や
く
ろ
に
は
み
ん
な
巨
き
な
裂
罅
が
は
い
っ

た
」
と
書
い
て
い
る
。 

散
文
「
〔
或
る
農
学
生
の
日
誌
〕
」
は
、
賢
治
の
農
学
校
時
代
の
見

聞
が
折
り
込
ま
れ
た
作
品
だ
が
、「
一
千
九
百
二
十
六
年
六
月
十
四
日
」

に
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。 

 

水
が
来
な
く
な
っ
て
下
田
の
代
掻
が
で
き
な
く
な
っ
て
か
ら
今
日
で

恰
度
十
二
日
雨
が
降
ら
な
い
。
い
っ
た
い
そ
ら
が
ど
う
変
わ
っ
た
の

だ
ら
う
。
あ
ん
な
旱
魃
の
二
年
続
い
た
記
録
が
無
い
と
測
候
所
が
云

っ
た
の
に
こ
れ
で
三
年
続
く
わ
け
で
な
い
か
。
大
堰
の
水
も
ま
る
で

四
寸
ぐ
ら
ゐ
し
か
な
い
。 

夕
方
に
な
っ
て
や
っ
と
い
ま
ま
で
の
分
へ
一
わ
た
り
水
が
か
か
っ
た
。 

三
時
ご
ろ
水
が
さ
っ
ぱ
り
来
な
く
な
っ
た
か
ら
ど
う
し
た
の
か
と
思

っ
て
大
堰
の
下
の
岐
れ
ま
で
行
っ
て
み
た
ら
権
十
が
こ
っ
ち
を
と
め

て
じ
ぶ
ん
の
方
へ
向
け
て
ゐ
た
。
ぼ
く
は
ま
る
で
権
十
が
甘
藍
の
夜

盗
虫
み
た
い
な
気
が
し
た
。 

 

大
正
十
三
年
か
ら
十
五
年
に
か
け
て
の
三
年
連
続
の
旱
害
は
農
民
の

間
で
水
引
き
を
め
ぐ
る
ト
ラ
ブ
ル
も
起
こ
し
た
が
、
賢
治
は
そ
れ
も
し

っ
か
り
と
描
い
て
い
る
。 

 

鈴
木
守
の
ブ
ロ
グ
「
み
ち
の
く
の
山
野
草
」(h

t
t
p
:
/
/
 b
l
o
g
.
g
o
o
.
n
e
.
 

j
p
/
s
u
z
u
k
i
s
h
u
h
o
k
u
/
 

二
〇
〇
九
年
十
二
月
二
十
二
日
）
に
紹
介
さ
れ

て
い
る
「
岩
手
日
報
」
の
記
事
（
昭
和
二
年
一
月
二
十
六
日
）
に
は
、

「
旧
年
末
を
前
に
本
県
下
の
農
村
は
破
産
の
状
態
／
借
金
の
苦
し
さ
に

土
蔵
を
売
払
ひ
家
を
閉
ぢ
て
逃
げ
隠
る
」
と
さ
れ
、
次
の
よ
う
に
あ
る
。 

 
 
 

二
三
年
こ
の
方
つ
ゞ
い
た
未
曾
有
の
カ
ン
魃
と
お
米
が
捨
て
売
り
同

様
の
安
値
の
た
め
農
村
で
は
旧
年
末
を
前
に
悲
境
の
ド
ン
ぞ
こ
に
落

ち
て
ゐ
る
。
こ
れ
が
た
め
家
財
を
売
り
、
遠
く
出
稼
ぎ
に
赴
い
た
者

も
数
少
く
な
い
模
様
で
稗
貫
郡
某
村
の
如
き
は
中
産
以
上
の
農
家
で

さ
へ
年
末
の
支
払
ひ
に
二
進
も
三
進
も
行
か
ず
、
祖
先
伝
来
の
土
地

を
売
り
払
っ
た
と
の
哀
話
も
あ
り
、
毎
日
借
金
取
り
に
攻
め
ら
れ
る

の
で
、
致
方
な
く
家
を
閉
ぢ
て
水
車
小
屋
に
一
家
が
引
き
移
っ
て
ゐ

る
と
い
ふ
話
し
も
あ
る
。
況
し
て
旱
害
の
程
度
も
一
層
深
酷
で
あ
っ

た
紫
波
地
方
の
難
民
は
日
々
の
生
活
に
さ
へ
困
窮
し
て
ゐ
る
者
が
多

く
そ
の
惨
状
は
全
く
事
実
以
上
で
あ
ら
う
と
の
こ
と
だ
。
か
く
て
本

県
下
の
農
村
は
い
ま
や
経
済
上
破
産
状
態
に
あ
る
が
や
が
て
本
県
に

も
い
む
べ
き
農
村
問
題
社
会
問
題
が
も
ち
あ
が
る
の
で
な
い
か
と
識

者
間
に
可
な
り
憂
慮
さ
れ
て
ゐ
る 

  

ま
た
、
同
ブ
ロ
グ
（
二
〇
一
〇
年
三
月
二
日
）
に
は
、
や
は
り
「
岩

手
日
報
」
の
大
正
十
五
年
十
二
月
七
日
の
記
事
が
掲
載
さ
れ
て
お
り
、

「
村
の
子
供
達
に
や
っ
て
下
さ
い
／
紫
波
の
旱
害
罹
災
地
へ
人
情
味
豊
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か
な
贈
物
」
と
い
う
見
出
し
で
、
「
仙
台
市
東
三
番
丁
中
村
産
婆
学
校

生
徒
佐
久
間
ハ
ツ(

十
九)

さ
ん
か
ら
紫
波
郡
赤
石
村
長
下
河
原
菊
治
氏

宛
」
に
、
「
日
照
り
の
た
め
村
の
子
ど
も
さ
ん
た
ち
が
大
へ
ん
お
こ
ま

り
な
さ
う
で
す
が
こ
れ
は
私
の
苦
学
し
て
ゐ
る
内
僅
か
の
金
で
買
つ
た

も
の
で
す
ど
う
ぞ
可
愛
想
な
お
子
さ
ん
た
ち
に
わ
け
て
や
つ
て
下
さ
い
」

と
い
う
手
紙
と
と
も
に
「
一
貫
五
百
目
も
あ
る
新
し
い
食
ぱ
ん
」
が
贈

ら
れ
た
こ
と
な
ど
が
報
道
さ
れ
た
よ
う
で
あ
る
。 

 

「
ヒ
デ
リ
に

飢
饉

ケ

ガ

チ

な
し
」
と
い
う
の
は
、
た
し
か
に
よ
く
知
ら
れ
た

言
葉
だ
っ
た
よ
う
だ
が
、
大
正
末
に
岩
手
を
襲
っ
た
ヒ
デ
リ
は
相
当
の

も
の
で
、
他
の
多
く
の
人
々
と
同
じ
よ
う
に
、
い
さ
さ
か
ヒ
デ
リ
を
甘

く
見
て
い
た
賢
治
に
も
、
大
き
な
シ
ョ
ッ
ク
を
与
え
、
そ
れ
が
こ
の
作

品
を
生
ん
だ
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。 

 

し
か
し
、
気
に
な
る
の
は
「
花
と
侏
儒
と
を
語
れ
ど
も
」
で
あ
る
。

『
定
本
語
彙
辞
典
』
に
あ
る
よ
う
に
、
た
し
か
に
「
花
と
こ
び
と
さ
ん

の
メ
ル
ヘ
ン
の
よ
う
な
楽
し
い
は
ず
の
お
は
な
し
」
な
の
で
は
あ
ろ
う

が
、
こ
こ
に
は
、
そ
の
話
者
で
作
者
だ
っ
た
の
が
賢
治
自
身
で
あ
っ
た

可
能
性
に
つ
い
て
の
言
及
が
な
い
。
賢
治
が
「
花
」
に
関
す
る
童
話
を

多
く
書
い
た
の
は
「
花
鳥
童
話
集
」
と
い
う
構
想
を
立
て
て
い
た
こ
と

な
ど
か
ら
も
納
得
で
き
る
が
、
「
小
人
」
に
つ
い
て
は
、
少
し
注
意
が

必
要
だ
と
思
う
。
と
い
う
の
も
、
単
に
子
供
向
け
の
楽
し
い
メ
ル
ヘ
ン

を
代
表
す
る
も
の
と
し
て
登
場
し
て
い
る
だ
け
で
な
く
、
賢
治
の
童
話

観
、
異
界
観
、
宗
教
観
を
も
象
徴
す
る
も
の
と
し
て
登
場
し
て
い
る
可

能
性
が
あ
る
か
ら
だ
。 

 

例
え
ば
、
賢
治
が
大
正
八
・
九
年
頃
に
書
い
た
散
文
「
う
ろ
こ
雲
」

な
ど
を
読
む
と
、
た
だ
子
供
向
け
の
お
話
と
い
う
だ
け
で
こ
の
語
を
使

っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
。 

 

「
う
ろ
こ
雲
」
は
こ
ん
な
話
で
あ
る
。
話
者
が
北
上
川
に
沿
っ
て
歩

い
て
い
る
と
、
「
小
さ
な
甲
虫
が
ま
っ
す
ぐ
に
飛
ん
で
来
て
私
の
額
に

突
き
当
り
ヒ
ョ
ロ

〱
危
う
く
堕
ち
や
う
と
し
て
途
方
も
な
い
方
へ
飛

び
戻
る
」
。
す
る
と
、
「
原
の
む
か
ふ
に
小
さ
な
男
が
立
っ
て
ゐ
る
。

銀
の
小
人
が
立
っ
て
ゐ
る
。
よ
こ
め
で
こ
っ
ち
を
見
な
が
ら
立
っ
て
ゐ

る
。
に
や
に
や
わ
ら
っ
て
ゐ
る
。
に
や
に
や
笑
っ
て
う
た
っ
て
ゐ
る
」
。

そ
し
て
、
次
の
よ
う
な
歌
を
う
た
い
始
め
る
。 

 

な
ん
ば
ん
鉄
の
か
ぶ
と
む
し 

月
の
あ
か
り
も 

つ
め
く
さ
の 

と
も
す
あ
か
り
も 

眼
に
入
ら
ず 

草
の
に
ほ
ひ
を
と
び
截
っ
て 

ひ
と
の
ひ
た
ひ
に
突
き
あ
た
り 

あ
わ
て
ゝ
よ
ろ
よ
ろ 

落
ち
る
を
や
っ
と
ふ
み
と
ま
り 

い
そ
い
で
か
ぢ
を
立
て
な
ほ
し 

月
の
あ
か
り
も 

つ
め
く
さ
の 

と
も
す
あ
か
り
も
眼
に
入
ら
ず 

途
方
も
な
い
方
に 

飛
ん
で
行
く
。 

 
う
た
い
終
わ
る
と
、
小
人
は
「
よ
こ
め
で
こ
っ
ち
を
見
な
が
ら
腕
を

組
ん
だ
ま
ゝ
消
え
て
行
く
」
。
こ
の
小
人
の
歌
は
、『
新
校
本
全
集

12 

校

異
篇
』
も
指
摘
す
る
よ
う
に
、
「
〔
ポ
ラ
ン
の
広
場
〕
」
や
「
ポ
ラ
ー

ノ
の
広
場
」
に
踏
襲
さ
れ
て
い
る
。 
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榊
昌
子
（
「
う
ろ
こ
雲
」 

『
宮
沢
賢
治
「
初
期
短
編
綴
」
の
世
界
』 

無
明
舎
出
版 

平
成
十
二
年
六
月
）
は
、
こ
の
素
材
が
幅
広
く
使
わ
れ
て

い
る
こ
と
を
指
摘
し
、
例
え
ば
「
〔
ポ
ラ
ン
の
広
場
〕
」
で
は
、
「
一

ぴ
き
の
か
ぶ
と
む
し
が
ぶ
う
ん
と
や
っ
て
来
て
ぢ
い
さ
ん
の
ひ
た
い
に

ぶ
っ
つ
か
っ
た
」
と
あ
る
あ
と
で
「
う
ろ
こ
雲
」
に
登
場
す
る
歌
と
似

た
歌
が
登
場
し
、
さ
ら
に
、
こ
の
歌
を
歌
っ
た
の
は
風
の
精
だ
と
さ
れ

る
伝
説
上
の
存
在
で
あ
る
又
三
郎
な
の
だ
と
い
う
。 

 

佐
藤
栄
二
（
「
賢
治
の
愛
し
た
小
人
」
「
賢
治
研
究

103
」
平
成
二
十

年
二
月
）
は
、
榊
の
論
考
を
受
け
て
、
小
人
を
「∧

フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
の

種
子∨

の
シ
ン
ボ
ル
」
と
し
、
「
春
と
修
羅 

第
二
集
」
所
収
の
「
九
九 

〔
鉄
道
線
路
と
国
道
が
〕 

一
九
二
四
ヽ
五
ヽ
一
六
ヽ
」
に
「
赭
髪
の
小

さ
な

g
o
b
l
i
n

」
が
登
場
す
る
こ
と
、
ま
た
、
『
春
と
修
羅
（
第
一
集
）
』

の
「
樺
太
鉄
道
」
に
は
「
コ
ロ
ボ
ッ
ク
ル
」
が
登
場
し
、
童
話
「
ざ
し

き
童
子
の
は
な
し
」
が
あ
り
、
ま
た
童
話
「
水
仙
月
の
四
日
」
に
登
場

す
る
雪
童
子
も
小
人
の
仲
間
で
あ
ろ
う
と
指
摘
し
て
い
る
。 

 

佐
藤
も
引
用
し
て
い
る
が
、
賢
治
は
森
荘
已
池
（
「
賢
治
が
話
し
た

「
鬼
神
」
の
こ
と
」
『
宮
沢
賢
治
の
肖
像
』
津
軽
書
房 

昭
和
四
十
九
年

十
月
）
に
こ
ん
な
話
を
し
た
と
い
う
。 

 

―
―
ト
ラ
ッ
ク
が
川
井
か
門
馬
ま
で
来
た
時
で
す
が
ね
、
小
さ
い
真

赤
な
肌
の
い
ろ
を
し
た
鬼
の
子
の
よ
う
な
小
人
の
よ
う
な
奴
ら
が
、

わ
い
わ
い
口
々
に
何
か
云
い
な
が
ら
、
さ
か
ん
に
ト
ラ
ッ
ク
を
谷
間

に
落
と
そ
う
と
し
て
い
る
ん
で
す
よ
。
運
転
手
も
助
手
も
、
そ
れ
に

全
く
気
が
つ
か
な
い
と
見
え
て
知
ら
な
い
ん
で
す
ね
。
私
は
ぞ
っ
と

し
ま
し
た
よ
。
ト
ラ
ッ
ク
が
谷
間
に
落
ち
る
に
違
い
な
い
と
思
っ
た

ん
で
す
ね
。
そ
し
た
ら
驚
き
ま
し
た
ね
。
え
、
大
き
な
、
そ
う
で
す

ね
、
二
間
も
あ
る
よ
う
な
白
い
大
き
な
手
が
谷
間
の
空
に
出
て
、
ト

ラ
ッ
ク
が
走
る
通
り
つ
い
て
来
て
く
れ
る
ん
で
す
よ
、
い
く
ら
小
鬼

ど
も
が
騒
い
で
、
落
と
そ
う
と
し
て
も
、
ト
ラ
ッ
ク
は
落
ち
な
い
で
、

ど
ん
ど
ん
あ
ぶ
な
い
閉
伊
街
道
を
進
む
ん
で
す
ね
、
私
は
こ
れ
は
た

し
か
に
観
音
さ
ま
の
有
難
い
手
だ
と
思
い
、
ぼ
お
っ
と
し
て
、
眠
っ

て
い
る
の
か
、
起
き
て
い
る
の
か
、
夢
な
の
か
、
う
つ
つ
な
の
か
も

さ
っ
ぱ
り
解
ら
な
い
ん
で
す
ね
、
そ
し
て
宙
に
浮
い
て
さ
か
ん
に
動

き
廻
り
、
ト
ラ
ッ
ク
を
押
し
た
り
、
ひ
っ
ぱ
っ
た
り
す
る
小
鬼
ど
も

と
大
き
な
白
い
手
を
見
比
べ
て
い
ま
し
た
ね
。
し
ば
ら
く
そ
う
し
て

ガ
タ
ガ
タ
ゆ
す
ら
れ
て
い
る
と
、
突
然
異
様
な
声
が
し
て
、
ハ
ッ
と

思
っ
た
と
た
ん
白
い
手
は
見
え
な
く
な
っ
た
ん
で
す
。
私
は
も
う
夢

中
で
ト
ラ
ッ
ク
か
ら
飛
降
り
、
そ
の
瞬
間
ト
ラ
ッ
ク
は
谷
間
を
ご
ろ

ご
ろ
と
物
凄
い
勢
い
で
顛
落
し
て
し
ま
っ
た
ん
で
す
。 

  

小
人
と
言
え
ば
、
た
し
か
に
グ
リ
ム
童
話
の
「
白
雪
姫
」
や
ア
ン
デ

ル
セ
ン
の
「
親
指
姫
」
あ
た
り
が
思
い
出
さ
れ
、
い
わ
ゆ
る
童
話
や
メ

ル
ヘ
ン
ら
し
い
も
の
が
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
よ
う
。
し
か
し
、
賢
治
の
場
合

の
小
人
は
、
た
だ
そ
う
い
っ
た
童
話
ら
し
い
イ
メ
ー
ジ
を
流
用
し
て
い

る
だ
け
で
は
な
く
、
夢
か
幻
覚
の
中
で
出
会
っ
て
き
た
よ
う
な
存
在
た

ち
、
あ
る
い
は
こ
う
言
っ
て
よ
け
れ
ば
、
異
空
間
で
出
会
っ
た
存
在
た

ち
だ
と
言
っ
て
も
よ
い
と
思
わ
れ
る
。
「
旱
害
地
帯
」
に
お
け
る
「
侏

儒
」
に
つ
い
て
は
、
榊
も
佐
藤
も
言
及
し
て
い
な
い
が
、
侏
儒
を
語
る

と
は
、
ま
さ
に
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
を
語
る
と
い
う
こ
と
、
そ
れ
も
異
空
間

に
実
在
す
る
者
た
ち
の
物
語
を
聞
か
せ
る
と
い
っ
た
、
き
わ
め
て
賢
治
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的
な
意
味
で
の
童
話
の
こ
と
を
指
し
て
い
た
よ
う
に
思
え
る
の
で
あ
る
。 

佐
藤
の
あ
げ
た
「
九
九 

〔
鉄
道
線
路
と
国
道
が
〕
」
と
は
、
次
の
よ

う
な
作
品
だ
。 

 

鉄
道
線
路
と
国
道
が
、 

こ
ゝ
ら
あ
た
り
は
並
行
で
、 

並
木
の
松
は
、 

そ
ろ
っ
て
み
ち
に
影
を
置
き 

電
信
ば
し
ら
は
も
う
堀
り
お
こ
し
た
田
の
な
か
に 

で
こ
ぼ
こ
影
を
な
げ
ま
す
と 

い
た
ゞ
き
に
花
を
な
ら
べ
て
植
え
つ
け
た 

ち
い
さ
な
萱
ぶ
き
の
う
ま
や
で
は 

馬
が
も
り
も
り
か
い
ば
を
噛
み 

頬
の
赤
い
は
だ
し
の
子
ど
も
は 

そ
の
入
口
に
稲
草
の
縄
を
三
本
つ
け
て 

引
っ
ぱ
っ
た
り
う
た
っ
た
り
し
て
遊
ん
で
ゐ
ま
す 

柳
は
萌
え
て
青
ぞ
ら
に
立
ち 

田
を
犂
く
馬
は
あ
ち
こ
ち
せ
わ
し
く
行
き
か
へ
り 

山
は
草
火
の
け
む
り
と
い
っ
し
ょ
に 

青
く
南
へ
流
れ
る
や
う 

雲
は
し
づ
か
に
ひ
か
っ
て
砕
け 

水
は
こ
ろ
こ
ろ
鳴
っ
て
ゐ
ま
す 

さ
っ
き
の
か
ゞ
や
か
な
松
の
梢
の
間
に
は 

一
本
の
高
い
火
の
見
は
し
ご
が
あ
っ
て 

そ
の
片
っ
方
の
端
が
折
れ
た
の
で 

赭
髪
の
小
さ
な

g
o
b
l
i
n

が 

そ
こ
に
座
っ
て
や
す
ん
で
ゐ
ま
す 

や
す
ん
で
こ
ゝ
ら
を
な
が
め
て
ゐ
ま
す 

ず
う
っ
と
遠
く
の
崩
れ
る
風
の
あ
た
り
で
は 

草
の
実
を
啄
む
や
さ
し
い
鳥
が 

か
す
か
に
ご
ろ
ご
ろ
鳴
い
て
ゐ
ま
す 

こ
の
と
き
銀
い
ろ
の
け
む
り
を
吐
き 

こ
ゝ
ら
の
空
気
を
楔
の
や
う
に
割
き
な
が
ら 

急
行
列
車
が
出
て
来
ま
す 

ず
ゐ
ぶ
ん
早
く
走
る
の
で
す
が 

車
が
み
ん
な
ま
は
っ
て
ゐ
る
の
は
見
え
ま
す
の
で 

さ
っ
き
の
頬
の
赤
い
は
だ
し
の
子
ど
も
は 

稲
草
の
縄
を
う
し
ろ
で
に
も
っ
て 

汽
車
の
足
だ
け
見
て
居
ま
す 

そ
の
行
き
す
ぎ
た
黒
い
汽
車
を 

こ
の
国
に
む
か
し
か
ら
棲
ん
で
ゐ
る 

三
本
鍬
を
か
つ
い
だ
巨
き
な
人
が 

に
が
に
が
笑
っ
て
じ
っ
と
な
が
め 

そ
れ
か
ら
び
っ
こ
を
ひ
き
な
が
ら 

線
路
を
こ
っ
ち
へ
よ
こ
ぎ
っ
て 

い
き
な
り
ぽ
っ
か
り
な
く
な
り
ま
す
と 

あ
と
は
ま
た
水
が
こ
ろ
こ
ろ
鳴
っ
て 

馬
が
も
り
も
り
噛
む
の
で
す 

 

  

こ
こ
で
は
ゴ
ブ
リ
ン
（
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
民
話
な
ど
に
登
場
す
る
小
鬼
）
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だ
け
で
な
く
、
巨
人
ま
で
登
場
す
る
。
小
人
と
巨
人
で
は
正
反
対
だ
が
、

「
巨
き
な
人
が
／
に
が
に
が
笑
っ
て
じ
っ
と
な
が
め
」
、
「
い
き
な
り

ぽ
っ
か
り
な
く
な
り
ま
す
」
と
い
っ
た
言
葉
は
、
先
に
あ
げ
た
「
う
ろ

こ
雲
」
の
中
で
、
小
人
が
「
に
や
に
や
わ
ら
っ
て
ゐ
る
。
に
や
に
や
笑

っ
て
う
た
っ
て
ゐ
る
」
と
さ
れ
た
後
に
、
「
よ
こ
め
で
こ
っ
ち
を
見
な

が
ら
腕
を
組
ん
だ
ま
ゝ
消
え
て
行
く
」
と
書
か
れ
て
い
た
の
と
ほ
と
ん

ど
同
じ
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
ど
ち
ら
も
「∧

フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
の
種
子∨

の
シ
ン
ボ
ル
」
と
し
て
登
場
し
て
い
る
の
だ
と
し
て
い
い
だ
ろ
う
。 

賢
治
は
巨
人
に
つ
い
て
も
多
く
の
幻
想
的
な
言
葉
を
綴
っ
て
お
り
、

例
え
ば
「
春
と
修
羅 

第
二
集
」
の
「
一
九
五 

塚
と
風 

一
九
二
四
ヽ
九
ヽ

一
〇
ヽ
」
に
は
「
髪
を
逆
立
て
た
印
度
の
力
士
ふ
う
の
も
の
」
が
現
れ

て
い
る
。
ま
た
「
文
語
詩
稿 

五
十
篇
」
の
「
民
間
薬
」
に
は
、
夢
の
中

に
「
古
き
巨
人
」
が
現
れ
て
、
ネ
プ
ウ
メ
リ
な
る
薬
草
の
使
い
方
に
つ

い
て
教
え
て
く
れ
た
り
も
す
る
。
こ
の
ほ
か
に
も
鬼
や
鬼
神
の
用
例
を

あ
げ
て
い
け
ば
き
り
が
な
い
。
い
ず
れ
に
せ
よ
問
題
な
の
は
、
異
空
間

の
存
在
た
ち
が
大
き
い
か
小
さ
い
か
で
は
な
く
、
異
世
界
の
存
在
が
現

実
世
界
に
生
き
る
賢
治
と
出
会
っ
て
し
ま
う
と
い
う
事
態
の
方
で
あ
ろ

う
。 

 

さ
て
、
こ
の
「
九
九 

〔
鉄
道
線
路
と
国
道
が
〕
」
に
は
、
口
語
詩
の

最
終
形
態
が
書
か
れ
た
詩
稿
用
紙
の
欄
外
に
「
童
話
の
扉
に
」
と
い
う

メ
モ
が
あ
り
、
中
地
文
（
「
宮
沢
賢
治
も
う
一
つ
の
童
話
集
序
文
」（
「
批

評
へ
２
」
児
童
文
学
評
論
研
究
会 

平
成
四
年
二
月
）
が
指
摘
す
る
よ
う

に
、
こ
れ
は
「
『
注
文
の
多
い
料
理
店
』
以
外
で
あ
り
な
が
ら
そ
れ
と

同
じ
傾
向
・
特
色
を
持
つ
童
話
集
の
た
め
に
用
意
さ
れ
た
」
「
も
う
一

つ
の
童
話
集
序
文
」
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。 

こ
う
し
て
み
れ
ば
、
文
語
詩
「
旱
害
地
帯
」
に
登
場
す
る
「
侏
儒
」

と
い
う
語
も
、
「∧

フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
の
種
子∨

の
シ
ン
ボ
ル
」
と
し
て

現
わ
れ
て
い
る
と
す
べ
き
で
、
文
語
詩
の
視
点
人
物
が
賢
治
で
あ
っ
た

と
す
れ
ば
、
自
分
が
「
旱
害
地
帯
」
と
さ
れ
る
地
域
で
子
ど
も
た
ち
に

向
っ
て
、
心
象
に
ス
ケ
ッ
チ
さ
れ
る
が
ま
ま
の
、
時
に
美
し
く
も
怪
し

い
自
分
ら
し
い
童
話
を
語
り
聞
か
せ
た
と
い
う
経
験
に
つ
い
て
書
い
て

い
る
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。 

 

も
ち
ろ
ん
文
語
詩
に
は
虚
構
化
が
施
さ
れ
て
お
り
、
た
と
え
賢
治
自

身
が
体
験
し
た
こ
と
で
あ
っ
て
も
、
推
敲
が
進
む
に
し
た
が
っ
て
第
三

者
化
・
虚
構
化
さ
れ
て
い
く
傾
向
が
あ
る
の
は
よ
く
指
摘
さ
れ
て
い
る

と
お
り
で
、
安
易
に
視
点
人
物
＝
賢
治
だ
と
思
い
込
む
こ
と
に
つ
い
て

は
十
分
に
注
意
す
る
必
要
が
あ
る
。
し
か
し
「
一
百
篇
」
の
「
〔
わ
れ

の
み
み
ち
に
た
ゞ
し
き
と
〕
」
に
は
「
ち
ち
の
い
か
り
を
あ
ざ
わ
ら
ひ
、

／
は
は
の
な
げ
き
を
さ
げ
す
み
て
、 

さ
こ
そ
は
得
つ
る
や
ま
ひ
ゆ
ゑ
」

と
あ
り
、
同
じ
く
「
一
百
篇
」
の
「
〔
翁
面 

お
も
て
と
な
し
て
世
経

る
な
ど
〕
」
に
も
「
わ
れ
は
三
十
ぢ
を
な
か
ば
に
て
」
と
あ
り
、
宮
沢

賢
治
そ
の
人
の
人
生
を
あ
て
は
め
な
い
で
は
解
釈
が
難
し
い
も
の
も
少

な
く
な
い
。 

あ
る
い
は
旱
害
地
帯
で
読
み
聞
か
せ
を
行
っ
た
人
物
を
、
賢
治
に
特

定
し
な
く
て
も
よ
い
と
い
う
読
み
方
も
可
能
だ
。
し
か
し
旱
害
地
帯
の

子
ど
も
達
を
前
に
し
た
人
物
が
取
る
行
動
と
し
て
は
、
先
の
「
岩
手
日

報
」
の
記
事
に
あ
っ
た
よ
う
に
、
「
一
貫
五
百
目
も
あ
る
新
し
い
食
ぱ

ん
」
を
贈
る
と
い
う
あ
た
り
が
ご
く
常
識
的
な
行
為
で
あ
っ
て
、
こ
う

し
た
場
面
で
わ
ざ
わ
ざ
童
話
を
語
ろ
う
い
う
人
物
と
な
る
と
、
そ
う
と

う
な
自
信
を
持
っ
た
童
話
作
家
か
朗
読
家
に
限
ら
れ
よ
う
。
だ
と
す
れ
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ば
、
こ
こ
に
宮
沢
賢
治
そ
の
人
を
あ
て
は
め
な
い
に
し
て
も
、
限
り
な

く
賢
治
に
近
い
存
在
が
視
点
人
物
と
な
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
に
な
り

そ
う
だ
。
と
な
れ
ば
、
文
語
詩
か
ら
賢
治
の
人
生
を
照
ら
し
出
し
て
考

え
て
み
る
こ
と
も
、
牽
強
付
会
と
い
う
こ
と
で
も
な
い
よ
う
に
思
う
。 

 

さ
て
、
賢
治
は
、
何
か
の
折
に
旱
害
地
帯
の
子
供
た
ち
に
向
っ
て
童

話
を
語
る
機
会
が
あ
っ
た
よ
う
だ
。
し
か
し
、
こ
の
「
稔
ら
ぬ
土
の
児

ら
」
は
、
「
刻
め
る
ご
と
く
眉
く
ら
き
」
ま
ま
で
あ
っ
た
と
い
う
の
だ
。

な
ぜ
賢
治
の
童
話
は
受
け
入
れ
て
も
ら
え
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。 

 

賢
治
は
大
正
十
三
年
十
二
月
刊
の
『
注
文
の
多
い
料
理
店
』
の
「
序

文
」
で
、
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
た
（
序
文
の
日
付
は
大
正
十
二
年
十

二
月
二
十
日
）
。 

 

 

わ
た
し
た
ち
は
、
氷
砂
糖

こ
ほ
り
ざ
と
う

を
ほ
し
い
く
ら
ゐ
も
た
な
い
で
も
、
き

れ
い
に
す
き
と
ほ
つ
た

風か

ぜ

を
た
べ
、

桃も

ゝ

い
ろ
の
う
つ
く
し
い

朝あ

さ

の

日
光

に
つ
く
わ
う

を
の
む
こ
と
が
で
き
ま
す
。 

 

ま
た
わ
た
く
し
は
、
は
た
け
や

森も

り

の

中な

か

で
、
ひ
ど
い
ぼ
ろ
ぼ
ろ
の

き
も
の
が
、
い
ち
ば
ん
す
ば
ら
し
い
び
ろ
う
ど
や

羅
紗

ら

し

や

や
、

宝
石

は
う
せ
き

い
り
の
き
も
の
に
、
か
は
つ
て
ゐ
る
の
を
た
び
た
び

見み

ま
し
た
。 

 

わ
た
く
し
は
、
さ
う
い
ふ
き
れ
い
な
た
べ
も
の
や
き
も
の
を
す
き

で
す
。 

  

現
実
世
界
の
食
べ
物
が
十
分
で
は
な
い
「
岩
手
」
で
も
、
心
の
ス
イ

ッ
チ
を
入
れ
替
え
さ
え
す
れ
ば
、
理
想
郷
と
し
て
の
「
イ
ー
ハ
ト
ヴ
」

に
た
ど
り
着
く
こ
と
が
可
能
で
、
そ
こ
で
は
「
き
れ
い
な
た
べ
も
の
や

き
も
の
」
を
獲
得
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
の
で
あ
る
。 

 

賢
治
は
『
注
文
の
多
い
料
理
店
』
の
「
広
告
ち
ら
し
」
に
お
い
て
、

自
分
の
書
い
た
物
語
は
「
純
真
な
心
意
の
所
有
者
た
ち
」
に
む
か
っ
て

書
か
れ
て
お
り
、
「
ど
ん
な
に
馬
鹿
げ
て
ゐ
て
も
、
難
解
で
も
必
ず
心

の
深
部
に
於
て
万
人
の
共
通
で
あ
る
。
卑
怯
な
成
人
た
ち
に
畢
竟
不
可

解
な
丈
で
あ
る
」
。
つ
ま
り
「
純
真
な
心
意
の
所
有
者
」
で
あ
る
子
ど

も
な
ら
ば
、
必
ず
理
解
し
て
く
れ
る
と
い
う
自
信
が
あ
っ
た
よ
う
だ
。 

 

と
こ
ろ
で
、
賢
治
が
童
話
集
の
刊
行
を
近
森
善
一
に
頼
み
に
行
っ
た

際
、
こ
ん
な
や
り
と
り
が
あ
っ
た
と
い
う
（
鈴
木
健
司
「
童
話
集
『
注

文
の
多
い
料
理
店
』
発
刊
を
め
ぐ
っ
て 

発
行
者
・
近
森
善
一
の
談
を

も
と
に
」 

『
宮
沢
賢
治
と
い
う
現
象 

読
み
と
受
容
へ
の
試
論
』 

蒼

丘
書
林 

平
成
十
四
年
五
月
）
。 

 

小
川
未
明
と
い
う
人
が
あ
っ
た
で
し
ょ
。
わ
し
は
あ
の
人
だ
っ
た
よ

う
に
思
う
が
。[

そ
の
人
か
、
鈴
木
三
重
吉
さ
ん
で
す
か
ね]

と
に
か

く
ね
。
わ
し
も
そ
の
時
分
に
は
知
っ
て
い
た
ん
だ
け
れ
ど
、
そ
こ
へ

行
っ
て
見
て
も
ら
っ
た
と
い
う
こ
と
だ
。
見
て
も
ら
っ
た
ら
ね
、
ぼ

ろ
く
そ
に
言
わ
れ
た
と
い
う
こ
と
だ
。
わ
し
は
ち
ょ
っ
と
思
い
違
い

し
て
他
に
あ
っ
た
か
も
わ
か
ら
ん
が
、
何
で
も
「
内
容
に
教
訓
的
な

こ
と
が
な
い
と
い
う
よ
う
な
批
判
を
さ
れ
た
」
と
言
っ
て
ね
、
怒
っ

て
わ
し
の
と
こ
ろ
に
来
た
で
す
よ
。
「
読
ん
で
み
て
く
れ
」
と
言
っ

て
ね
。
わ
し
は
読
ん
だ
ら
、
ひ
と
つ
何
か
「
注
文
の
多
い
料
理
店
」

か
し
ら
、
あ
れ
は
分
か
っ
た
。
他
の
や
つ
は
何
が
書
い
て
あ
る
か
一

向
わ
か
ら
ん
の
だ
。
「
俺
は
こ
れ
は
ひ
と
つ
も
分
か
ら
ん
」
と
言
っ

た
ら
ね
、
「
そ
り
ゃ
、
お
ま
え
さ
ん
が
分
か
ら
な
い
の
で
は
困
る
。

こ
っ
ち
の
言
葉
で
書
い
て
あ
る
か
ら
、
ま
だ
お
ま
え
さ
ん
は
知
っ
て
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い
る
と
い
っ
て
も
十
分
に
は
分
か
っ
て
い
な
い
か
ら
、
俺
が
子
ど
も

を
連
れ
て
き
て
読
ん
で
聞
か
す
か
ら
、
子
ど
も
が
喜
ん
だ
ら
ど
う
だ

ひ
と
つ
出
版
し
て
み
て
く
れ
な
い
か
」
と
い
う
こ
と
だ
。
そ
れ
な
ら

子
ど
も
呼
ん
で
来
い
と
い
う
こ
と
で
ね
、
そ
れ
か
ら
子
ど
も
を
一
〇

人
ほ
ど
集
め
て
き
た
。
読
ん
だ
子
ど
も
は
喜
ぶ
ん
だ
。
わ
し
は
分
か

ら
ん
の
だ
、
そ
の
ひ
と
つ
も
。 

  

こ
う
し
た
証
言
に
は
、
ど
う
し
て
も
記
憶
間
違
い
や
、
後
年
の
印
象

か
ら
記
憶
が
再
編
成
さ
れ
る
こ
と
も
あ
っ
て
危
険
な
の
だ
が
、
賢
治
童

話
が
大
人
に
と
っ
て
は
不
可
解
で
も
、
子
ど
も
に
は
通
用
し
て
い
た
と

い
う
内
容
は
「
広
告
ち
ら
し
」
と
も
一
致
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
信
用

す
る
に
足
る
証
言
で
あ
る
よ
う
に
思
う
。 

賢
治
は
農
学
校
や
羅
須
地
人
協
会
で
、
子
ど
も
た
ち
に
向
っ
て
自
分

の
童
話
を
読
み
聞
か
せ
た
と
言
わ
れ
て
お
り
、
例
え
ば
『
新
校
本
全
集
』

の
「
年
譜
」
の
大
正
十
五
年
夏
の
項
に
、
伊
藤
忠
一
の
談
話
と
し
て
「
自

作
の
童
話
を
子
供
ら
に
聞
か
せ
、
子
供
ら
の
批
評
を
求
め
る
お
つ
も
り

で
い
た
ら
し
い
」
と
あ
る
が
、
そ
う
し
た
結
果
か
ら
、
自
分
の
童
話
の

性
質
を
客
観
的
に
理
解
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
の
だ
ろ
う
。 

 

し
か
し
、
賢
治
は
旱
害
地
帯
の
子
ど
も
ら
に
「
花
と
侏
儒
と
を
語
れ

ど
も
」
、
彼
ら
は
「
刻
め
る
ご
と
く
眉
く
ら
き
」
ま
ま
だ
っ
た
と
い
う

の
で
あ
る
。 

 

『
注
文
の
多
い
料
理
店
』
の
「
序
文
」
で
は
、
イ
ー
ハ
ト
ヴ
な
ら
現

実
の
食
べ
物
に
も
着
物
に
も
こ
だ
わ
ら
な
く
て
よ
い
の
だ
と
賢
治
は
書

い
た
が
、
旱
害
地
帯
の
子
ど
も
た
ち
に
は
、
何
よ
り
も
現
実
的
な
食
べ

物
や
着
物
が
必
要
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
な
の
だ
ろ
う
。
賢
治
は
「
純
真

な
心
意
の
所
有
者
」
で
あ
る
子
ど
も
に
対
し
て
、
自
分
の
童
話
が
効
果

を
持
た
な
い
例
に
、
お
そ
ら
く
初
め
て
出
会
っ
た
の
で
あ
り
、
こ
れ
は
、

そ
れ
ま
で
抱
い
て
い
た
自
身
の
童
話
に
対
す
る
思
い
が
破
綻
し
た
こ
と

を
意
味
す
る
。
そ
の
驚
き
と
衝
撃
が
、
こ
の
文
語
詩
に
書
か
れ
て
い
る

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。 

『
注
文
の
多
い
料
理
店
』
は
大
正
十
三
年
十
二
月
に
刊
行
さ
れ
、「
九

九 

〔
鉄
道
線
路
と
国
道
が
〕
」
の
日
付
け
は
大
正
十
三
年
五
月
十
六
日

で
あ
る
。
こ
の
頃
に
は
、
ま
だ
自
分
の
童
話
が
子
ど
も
た
ち
に
受
け
入

れ
ら
れ
な
い
可
能
性
な
ど
考
え
て
い
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
。 

た
だ
「
童
話
の
扉
に
」
と
い
う
メ
モ
は
、
下
書
稿

（ 二 ）
に
鉛
筆
で
手
入

れ
を
し
た
際
に
書
か
れ
て
お
り
、
中
地
（
前
掲
）
に
よ
れ
ば
大
正
十
三

年
五
月
よ
り
も
だ
い
ぶ
あ
と
で
、『
注
文
の
多
い
料
理
店
』
の
刊
行
よ
り

も
さ
ら
に
後
だ
ろ
う
と
い
う
。
ま
た
、
木
村
東
吉
（
「
凡
例
」
『
宮
沢
賢

治
《
春
と
修
羅 

第
二
集
》
研
究 

そ
の
動
態
の
解
明 

第
二
分
冊
』
渓
水

社 

平
成
十
二
年
二
月
）
の
よ
う
に
、
下
書
稿

（ 二 ）
の
手
入
れ
は
「
昭
和
八

年
六
月
ま
で
に
成
立
し
た
と
推
定
さ
れ
る
」
と
す
る
論
者
も
い
る
こ
と

か
ら
、
時
期
に
つ
い
て
は
明
確
に
で
き
な
い
。 

 

し
か
し
、
文
語
詩
の
内
容
を
信
じ
れ
ば
、
旱
害
の
経
験
の
後
、
大
正

末
年
か
ら
昭
和
初
年
頃
、
賢
治
は
自
ら
の
童
話
の
方
向
に
つ
い
て
考
え

ざ
る
を
得
な
い
事
態
に
た
ち
い
た
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。 

賢
治
は
当
初
、
童
話
集
を
「
十
二
巻
の
セ
リ
ー
ズ
」
で
刊
行
す
る
構

想
が
あ
っ
と
さ
れ
る
が
、
こ
の
構
想
は
童
話
集
の
売
れ
行
き
の
悪
さ
や

発
行
者
で
あ
る
近
森
善
一
ら
の
事
情
に
よ
っ
て
破
棄
さ
れ
た
の
と
思
わ

れ
る
が
、
も
し
か
し
た
ら
自
ら
の
童
話
観
の
変
化
と
い
う
賢
治
自
身
の

内
的
な
事
情
も
作
用
し
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。 
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昭
和
三
年
の
春
か
ら
夏
頃
に
書
か
れ
た
と
さ
れ
る
「
春
と
修
羅 

第
二

集
」
の
「
序
」
に
も
、
賢
治
は
「
み
ん
な
が
も
っ
て
ゐ
る
着
物
の
枚
数

や
／
毎
食
と
れ
る
蛋
白
質
の
量
な
ど
を
多
少
夥
剰
に
計
算
し
た
か
の
嫌

ひ
が
あ
り
ま
す
」
と
書
い
て
い
た
が
、
こ
こ
に
も
通
底
す
る
も
の
が
あ

っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。 

ま
た
、
こ
の
頃
か
ら
、
賢
治
の
書
く
童
話
は
、
心
象
ス
ケ
ッ
チ
的
に

溢
れ
出
て
く
る
イ
メ
ー
ジ
を
ど
ん
ど
ん
書
き
綴
っ
て
い
く
タ
イ
プ
か
ら
、

現
実
的
で
し
っ
か
り
し
た
作
風
の
も
の
が
増
え
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ

る
。
羅
須
地
人
協
会
を
は
じ
め
と
す
る
農
村
で
の
活
動
な
ど
が
複
雑
に

影
響
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
の
き
っ
か
け
の
一
つ
と
し
て
、
旱

害
地
帯
に
お
け
る
子
ど
も
た
ち
の
反
応
が
関
係
し
て
い
た
と
も
考
え
ら

れ
よ
う
。 

 

下
書
稿
も
定
稿
も
現
存
せ
ず
、
先
行
作
品
も
関
連
作
品
さ
え
も
指
摘

さ
れ
て
い
な
い
本
作
一
篇
だ
け
か
ら
、
よ
く
も
話
を
膨
ら
ま
せ
た
も
の

だ
と
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
平
澤
信
一
（
「∧

資
料
紹

介∨

山
陰
の
詩
人
・
岡
崎
泰
固
の
宮
沢
賢
治
論
に
つ
い
て 

「
森
」
第
一

輯
（
昭
和
九
年
十
二
月
）
掲
載
分
な
ど
」
「
論
攷
宮
沢
賢
治
４
」
中
四

国
宮
沢
賢
治
研
究
会 

平
成
十
三
年
十
月
）
が
紹
介
し
た
岡
崎
泰
固
の

「
宮
沢
賢
治
論
」
に
は
、
賢
治
作
品
と
し
て
「
岩
手
山
」
と
「
旱
害
地

帯
」
の
二
篇
の
み
が
引
用
さ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
も
重
要
だ
と
思
う
。

平
澤
も
指
摘
す
る
よ
う
に
「
旱
害
地
帯
」
が
初
め
て
公
に
さ
れ
た
の
は

こ
の
地
方
詩
誌
の
よ
う
だ
が
、
い
っ
た
い
岡
崎
は
、
ど
こ
で
こ
の
作
品

を
目
に
し
、
句
読
点
ま
で
き
ち
ん
と
再
現
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
だ
ろ

う
。
岡
崎
泰
固
は
盛
岡
医
専
で
学
び
、
岩
手
詩
壇
で
活
躍
し
、
昭
和
十

年
三
月
ま
で
岩
手
に
住
ん
で
い
た
と
い
う
が
、
そ
れ
ま
で
未
発
表
だ
っ

た
詩
篇
を
引
用
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
賢
治
が
直
接
、
あ
る
い
は
詩
友

を
通
じ
て
間
接
的
に
「
旱
害
地
帯
」
を
見
せ
た
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

賢
治
没
後
に
弟
・
清
六
が
見
せ
た
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
賢
治
は
昭
和

七
年
六
月
と
推
定
さ
れ
る
宛
先
不
明
の
書
簡
下
書
き
に
、
「
一
百
篇
」

所
収
の
「
老
農
」
を
全
編
に
わ
た
っ
て
引
用
し
て
い
る
例
が
あ
る
こ
と

か
ら
、
賢
治
が
こ
の
作
品
を
、
自
身
に
と
っ
て
重
要
な
意
味
の
あ
る
作

品
だ
と
し
て
、
岡
崎
の
よ
う
な
岩
手
在
住
の
詩
人
に
書
簡
で
送
っ
た
可

能
性
も
十
分
に
考
え
ら
れ
て
よ
い
。 

い
ず
れ
に
せ
よ
、
大
正
末
年
に
お
け
る
旱
害
の
経
験
は
、
農
業
技
術

者
・
宮
沢
賢
治
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
の
み
で
な
く
、
童
話
作
家
・

宮
沢
賢
治
に
も
少
な
か
ら
ぬ
影
響
を
与
え
た
可
能
性
が
あ
る
こ
と
は
、

た
と
え
本
作
一
篇
が
あ
る
だ
け
で
あ
っ
て
も
考
え
て
お
い
て
よ
い
こ
と

の
よ
う
に
思
う
の
で
あ
る
。 

 

（
本
稿
は
「
宮
沢
賢
治
「
文
語
詩
稿 

一
百
篇
」
評
釈
四
」
（
「
甲
南
国
文

61
」 

甲
南
女
子
大
学
国
文
学
会 

平
成
二
十
六
年
三
月
）
の
一
部
と
し
て
既
発
表

の
内
容
を
元
に
、
平
成
二
十
六
年
四
月
の
宮
沢
賢
治
研
究
会
で
の
質
疑
お
よ

び
懇
親
会
に
お
け
る
対
話
な
ど
を
参
考
に
改
稿
し
た
も
の
で
あ
る
。
ご
意
見

を
頂
い
た
方
に
対
し
て
、
誌
上
を
借
り
て
御
礼
申
し
上
げ
た
い
。
） 

 


