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一
九
四
七
年
の
文
学
の
動
向
と
し
て
大
へ
ん
目
立
つ
こ
と
は
大
体
三
つ
あ

る
と
思
い
ま
す
。

　
そ
の
一
つ
は
、
一
九
四
六
年
中
は
戦
争
に
対
す
る
協
力
者
と
し
て
の
活
動

の
経
験
か
ら
執
筆
を
ひ
か
え
て
い
た
ど
っ
さ
り
の
作
家
が
、
公
然
と
活
動
を

は
じ
め
た
こ
と
で
す
。
こ
れ
は
日
本
の
政
府
が
自
分
自
身
の
組
織
の
中
に
、

あ
い
ま
い
な
条
件
に
お
か
れ
て
い
る
多
く
の
政
治
家
を
も
っ
て
い
る
た
め
に
、

戦
争
の
責
任
者
の
究
明
を
ご
く
申
訳
け
的
に
行
っ
て
い
る
事
情
に
呼
応
す
る

も
の
で
す
。

　
雑
誌
編
集
者
も
作
家
自
身
も
、
戦
争
協
力
に
対
す
る
責
任
の
追
求
が
、
政

府
の
が
わ
か
ら
は
き
わ
め
て
緩
慢
で
申
訳
け
的
で
あ
り
、
人
民
の
民
主
的
自

3



覚
が
お
く
ら
さ
れ
て
い
る
た
め
に
、
民
主
的
文
化
の
陣
営
か
ら
の
追
求
も
居

直
っ
て
し
ま
う
こ
と
が
可
能
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
発
見
し
た
結
果
で
す
。

『
文
学
界
』
の
人
々
は
、
も
っ
と
も
戦
争
中
戦
争
遂
行
に
協
力
し
た
人
々
の

一
群
で
あ
る
し
、
こ
の
ご
ろ
さ
か
ん
に
執
筆
し
て
い
る
石
川
達
三
氏
は
戦
時

中
の
協
力
に
対
し
て
、
日
本
が
ふ
た
た
び
あ
や
ま
ち
を
犯
せ
ば
自
分
も
ま
た

ふ
た
た
び
犯
す
で
あ
ろ
う
と
い
う
意
味
を
雑
誌
の
上
に
明
言
し
て
い
ま
す
。

石
川
達
三
氏
は
、
今
日
の
人
民
的
な
民
主
主
義
を
う
ち
た
て
よ
う
と
し
て
い

る
す
べ
て
の
正
直
な
人
々
の
努
力
の
真
只
中
で
こ
う
い
う
放
言
を
し
な
が
ら
、

四
国
地
方
の
反
動
団
体
の
巻
頭
言
な
ど
を
書
い
て
い
ま
す
。

　
ま
た
先
日
日
比
谷
で
行
わ
れ
た
ユ
ネ
ス
コ
の
大
会
で
、
ユ
ネ
ス
コ
文
学
の

こ
と
に
つ
い
て
演
説
を
さ
れ
ま
し
た
。
ユ
ネ
ス
コ
（
国
際
連
合
教
育
科
学
文
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化
部
）
は
中
心
題
目
と
し
て
科
学
、
教
育
、
文
化
の
上
に
平
和
と
独
立
と
自

由
と
を
確
保
し
て
次
の
戦
争
を
防
止
し
よ
う
と
す
る
国
際
的
組
織
で
す
。

　
去
る
十
二
月
二
十
日
に
行
わ
れ
た
東
京
ユ
ネ
ス
コ
協
力
会
発
起
人
会
で
招

請
状
を
出
し
た
新
居
格
氏
は
、
ユ
ネ
ス
コ
の
本
質
上
こ
の
会
は
会
員
の
純
潔

な
良
心
に
期
待
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
力
説
さ
れ
ま
し
た
。
発
言
し
た
方

々
の
す
べ
て
の
こ
と
ば
は
こ
こ
に
一
致
し
て
い
ま
し
た
。
そ
の
会
の
委
員
と

し
て
石
川
達
三
氏
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
矛
盾
で
は
な
い
で
し

ょ
う
か
。
日
本
は
ふ
た
た
び
軍
事
的
・
侵
略
的
な
あ
や
ま
ち
を
犯
さ
な
い
た

め
に
組
織
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
る
会
の
委
員
に
、
日
本
が
ふ
た
た
び
あ
や
ま

ち
を
犯
せ
ば
自
分
も
犯
す
で
あ
ろ
う
と
い
っ
て
、
明
瞭
に
今
日
国
際
間
の
問

題
に
な
っ
て
い
る
日
本
の
反
動
勢
力
の
擡
頭
に
呼
応
す
る
立
場
を
し
め
し
て
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い
る
石
川
達
三
氏
が
ユ
ネ
ス
コ
の
「
純
潔
な
本
質
」
に
ふ
さ
わ
し
い
と
判
断

さ
れ
る
で
し
ょ
う
か
。

　
こ
れ
は
一
人
の
作
家
の
問
題
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
ユ
ネ
ス
コ
に
限
ら
れ
た

問
題
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
日
本
の
人
民
生
活
の
全
般
と
日
本
の
民
主
的
文
化

の
建
設
の
仕
事
が
、
今
日
権
力
者
の
た
く
み
な
リ
ー
ド
に
よ
っ
て
き
わ
め
て

不
徹
底
に
お
か
れ
よ
う
と
し
て
い
る
危
険
な
注
目
す
べ
き
現
象
で
す
。
人
民

の
民
論
は
こ
う
い
う
現
象
に
対
し
て
率
直
な
意
見
を
展
開
す
べ
き
で
あ
る
と

思
い
ま
す
。

　
第
二
の
こ
と
は
、
サ
ル
ト
ル
の
実
存
主
義
の
皮
相
的
な
流
行
と
坂
口
安
吾

氏
の
文
学
を
中
心
と
す
る
肉
体
主
義
の
流
行
、
そ
れ
か
ら
日
本
の
民
主
的
革

命
の
歴
史
的
な
段
階
を
あ
や
ま
っ
て
理
解
し
た
「
近
代
」
主
義
の
流
行
等
が
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あ
り
ま
し
た
。
こ
れ
ら
の
流
行
は
文
学
の
範
囲
を
こ
え
た
影
響
を
お
こ
し
て

い
て
、
哲
学
者
と
い
わ
れ
る
田
辺
元
博
士
ま
で
き
わ
め
て
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
テ

ィ
ッ
ク
な
扱
い
で
実
存
主
義
に
ふ
れ
る
よ
う
な
傾
向
を
よ
び
お
こ
し
ま
し
た
。

　
坂
口
安
吾
の
文
学
は
、
毎
月
彼
と
関
係
の
あ
る
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
を
呼
ん

で
大
盤
振
舞
い
を
す
る
ほ
ど
繁
昌
し
て
い
ま
す
。
田
村
泰
次
郎
氏
の
肉
体
主

義
は
彼
に
り
っ
ぱ
な
邸
宅
を
買
わ
せ
た
と
新
聞
に
出
ま
し
た
。
戦
災
者
や
引

揚
者
が
住
む
に
家
な
く
警
察
の
講
堂
に
検
束
さ
れ
る
形
で
や
っ
と
雨
露
を
し

の
ぐ
有
様
が
一
方
に
あ
る
の
に
。

　
第
三
は
、
イ
ン
テ
リ
ゲ
ン
チ
ャ
の
間
か
ら
野
間
宏
、
椎
名
麟
三
、
中
村
真

一
郎
氏
そ
の
他
の
作
家
が
注
目
す
べ
き
創
作
活
動
を
行
っ
た
こ
と
、
勤
労
大

衆
の
文
化
的
活
動
が
さ
か
ん
に
な
っ
て
き
て
文
学
サ
ー
ク
ル
協
議
会
が
確
立
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し
、
『
文
学
サ
ー
ク
ル
』
と
い
う
雑
誌
が
出
る
よ
う
に
な
っ
た
し
、
全
逓
新

聞
の
応
募
小
説
に
な
か
な
か
優
秀
な
も
の
が
あ
っ
て
、
そ
の
七
篇
が
『
檻
の

中
』
と
い
う
小
説
集
に
ま
と
め
て
出
版
さ
れ
、
日
本
の
文
学
の
中
に
新
し
い

健
全
な
民
主
的
要
素
を
活
躍
さ
せ
は
じ
め
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

　
詩
の
方
面
で
は
、
国
鉄
の
詩
人
達
が
職
場
の
詩
人
と
し
て
の
成
果
を
し
め

し
て
、
ま
す
ま
す
発
展
し
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
や
、
勤
労
者
に
よ
っ
て
書

か
れ
た
戯
曲
が
自
立
劇
団
の
上
演
目
録
に
登
場
し
は
じ
め
た
こ
と
な
ど
を
見

逃
す
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
古
い
天
皇
制
的
な
祝
日
が
民
主
的
な
人
民
の
祝

日
に
か
わ
ろ
う
と
し
て
い
る
時
、
メ
ー
デ
ー
の
歌
が
素
朴
な
明
る
い
メ
ロ
デ

ィ
ー
を
も
っ
て
、
人
に
知
ら
れ
な
い
着
実
な
生
活
を
い
と
な
ん
で
い
る
主
婦

の
一
人
で
あ
る
坂
井
照
子
さ
ん
に
よ
っ
て
作
曲
さ
れ
た
こ
と
も
忘
れ
ら
れ
ま
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せ
ん
。
あ
の
「
町
か
ら
村
か
ら
工
場
か
ら
」
の
歌
詞
は
国
鉄
詩
人
の
作
品
で

す
。

　
新
日
本
文
学
に
属
す
る
民
主
的
立
場
の
作
家
の
活
動
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
作

家
の
特
長
に
し
た
が
っ
て
だ
ん
だ
ん
流
動
し
て
き
ま
し
た
。
毎
日
新
聞
の
出

版
文
化
賞
に
「
播
州
平
野
」
と
「
風
知
草
」
と
が
当
選
し
た
こ
と
は
、
そ
の

作
家
一
人
の
問
題
で
は
な
く
て
、
民
論
が
一
方
で
坂
口
安
吾
氏
の
文
学
を
繁

昌
さ
せ
な
が
ら
も
他
の
一
方
で
は
や
は
り
真
面
目
に
今
日
の
社
会
の
矛
盾
に

つ
い
て
考
え
て
お
り
、
そ
の
解
決
を
も
と
め
て
お
り
、
人
民
を
幸
福
に
す
る

可
能
を
も
つ
民
主
主
義
を
欲
し
て
い
る
と
い
う
事
実
を
雄
弁
に
語
る
も
の
で

し
た
。

　
さ
て
大
掴
み
に
注
目
さ
れ
る
こ
れ
ら
の
三
つ
の
現
象
は
、
本
年
度
に
ど
う
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展
開
さ
れ
て
ゆ
く
で
し
ょ
う
か
。

　
こ
れ
ま
で
は
文
学
の
問
題
は
文
学
の
枠
の
中
か
ら
だ
け
と
や
か
く
い
わ
れ

ま
し
た
。
し
か
し
こ
の
段
階
は
誰
の
目
に
も
は
っ
き
り
過
去
の
も
の
と
し
て

う
つ
っ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
な
ぜ
な
ら
以
上
の
三
つ
の
問
題
の
ど
の
一
つ

を
と
っ
て
み
て
も
、
た
だ
小
説
の
問
題
と
か
詩
の
問
題
と
か
に
か
ぎ
っ
て
そ

の
狭
い
地
盤
の
上
で
発
生
し
て
い
る
現
象
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
ど
れ
も
こ
れ

も
、
日
本
の
社
会
が
全
体
と
し
て
今
日
当
面
し
て
い
る
い
ろ
い
ろ
の
事
情
か

ら
湧
い
て
い
る
現
象
の
一
つ
と
し
て
の
文
学
現
象
で
あ
る
と
い
え
ま
す
。

　
前
年
度
に
見
ら
れ
た
現
象
が
こ
う
い
う
本
質
の
も
の
で
あ
る
と
す
る
な
ら

ば
、
一
九
四
八
年
度
に
お
け
る
文
学
の
諸
問
題
は
文
学
と
い
う
分
野
の
特
殊

な
性
質
を
た
も
ち
な
が
ら
も
、
た
し
か
に
一
九
四
八
年
度
の
日
本
の
民
主
化
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の
歴
史
が
ど
う
す
す
む
か
と
い
う
事
情
と
一
致
し
た
歩
調
で
、
い
く
ら
か
社

会
現
象
よ
り
お
く
れ
な
が
ら
働
い
て
ゆ
く
も
の
だ
と
思
い
ま
す
。
つ
ま
り
日

本
の
大
多
数
の
人
が
ど
の
よ
う
に
具
体
的
に
自
分
た
ち
の
民
主
的
な
毎
日
を

確
保
し
て
ゆ
く
た
め
に
努
力
す
る
か
と
い
う
こ
と
と
き
っ
ち
り
結
び
つ
い
て

い
ま
す
。

　
こ
う
見
て
く
る
と
実
に
面
白
い
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
も
う
前
年
度

の
文
学
現
象
の
検
討
の
中
に
、
自
ら
現
代
文
学
の
重
要
な
発
展
の
可
能
性
が

示
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
前
年
度
の
回
顧
の
中
の
第
一
の
分
類
に

属
す
る
丹
羽
文
雄
氏
が
「
私
は
小
説
家
で
あ
る
」
と
い
う
い﹅
せ﹅
い﹅
の
い
い
論

文
で
、
社
会
小
説
を
主
張
し
て
私
小
説
か
ら
脱
却
し
よ
う
と
す
る
今
日
の
潮

流
に
合
し
て
い
ま
す
が
、
一
社
会
人
と
し
て
社
会
の
進
歩
の
歴
史
に
対
し
て
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責
任
を
負
わ
な
い
客
観
主
義
に
立
つ
社
会
小
説
と
い
う
も
の
は
、
人
間
一
人

一
人
の
自
覚
と
自
主
が
確
立
さ
れ
る
社
会
を
建
設
し
て
ゆ
こ
う
と
す
る
民
主

的
な
方
向
と
一
致
し
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
明
ら
か
に
理
解
さ
れ
ま
す
。

作
者
の
社
会
人
と
し
て
の
感
覚
、
歴
史
に
対
す
る
積
極
的
な
参
与
を
自
覚
し

な
い
客
観
主
義
は
、
い
わ
ば
十
九
世
紀
の
自
然
主
義
の
ぬ
り
か
え
に
す
ぎ
ず
、

社
会
を
客
観
的
に
見
て
あ
ら
ゆ
る
社
会
階
層
の
現
実
と
そ
の
発
展
を
描
破
し

よ
う
と
す
る
民
主
主
義
文
学
で
な
い
こ
と
は
明
瞭
で
す
。

　
石
川
達
三
、
林
房
雄
氏
そ
の
他
の
戦
争
協
力
者
が
民
主
化
の
低
迷
に
乗
じ

て
の
活
動
は
本
年
中
ど
う
動
く
か
と
い
う
こ
と
は
、
こ
れ
こ
そ
実
に
数
百
万

の
小
説
を
読
む
人
々
が
自
分
た
ち
の
運
命
に
つ
い
て
ど
こ
ま
で
自
分
の
主
人

に
な
り
う
る
か
と
い
う
問
題
と
関
連
し
て
い
ま
す
。
日
本
の
民
主
主
義
勢
力
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が
日
本
の
民
主
化
を
お
し
進
め
る
努
力
と
そ
の
成
果
と
の
対
照
な
し
に
い
え

な
い
こ
と
で
す
。

　
本
年
度
は
勤
労
人
民
の
中
か
ら
の
文
化
活
動
は
、
経
済
的
な
苦
痛
を
打
開

し
よ
う
と
す
る
た
た
か
い
と
と
も
に
活
溌
に
な
り
ま
す
。
組
織
的
に
い
え
ば
、

組
合
の
文
化
部
は
前
年
度
の
経
験
に
よ
っ
て
、
だ
ん
だ
ん
文
化
の
過
小
評
価

を
な
く
し
て
き
た
し
、
サ
ー
ク
ル
の
指
導
者
た
ち
は
文
学
そ
の
他
の
文
化
的

活
動
が
い
わ
ゆ
る
「
文
化
的
」
な
勤
労
者
ら
し
く
な
い
さ
ま
ざ
ま
の
栄
養
を

う
け
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
十
分
な
注
意
を
よ
び
さ
ま
さ
れ
て
き
て
い
ま
す
。

　
た
と
え
ば
四
七
年
十
二
月
に
も
た
れ
た
新
日
本
文
学
会
の
大
会
で
行
わ
れ

た
文
学
サ
ー
ク
ル
協
議
会
の
報
告
は
、
こ
れ
ら
の
活
動
家
や
サ
ー
ク
ル
員
の

一
人
一
人
が
ご
く
自
然
な
か
た
ち
で
、
人
民
の
文
学
と
い
う
も
の
が
、
ジ
ャ
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ー
ナ
リ
ズ
ム
と
ば
か
り
結
び
つ
い
た
「
流
行
作
家
」
た
ち
の
実
存
主
義
や
肉

体
主
義
あ
る
い
は
客
観
主
義
と
、
ど
ん
な
に
ち
が
う
か
と
い
う
こ
と
を
実
感

し
は
じ
め
て
い
ま
す
。

　
本
年
は
、
こ
の
サ
ー
ク
ル
や
職
場
の
人
々
の
間
に
も
た
れ
る
文
学
コ
ン
ク

ー
ル
の
成
績
が
、
一
そ
う
文
学
的
に
評
価
さ
れ
る
も
の
と
な
る
で
し
ょ
う
。

そ
し
て
民
主
主
義
文
学
の
中
核
を
な
す
べ
き
勤
労
階
級
の
文
学
は
、
だ
ん
だ

ん
そ
の
流
れ
の
幅
を
ひ
ろ
げ
る
で
し
ょ
う
。
日
本
に
新
し
い
生
活
と
新
し
い

文
学
を
求
め
る
す
べ
て
の
人
々
は
、
は
げ
し
い
期
待
を
も
っ
て
こ
の
流
れ
に

注
目
し
て
い
ま
す
。

　
お
な
じ
よ
う
に
、
前
年
度
か
ら
活
動
を
あ
ら
わ
し
た
イ
ン
テ
リ
ゲ
ン
チ
ャ

の
新
進
作
家
た
ち
の
、
本
年
度
の
仕
事
は
非
常
に
期
待
さ
れ
る
と
同
時
に
、
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個
々
別
々
に
そ
れ
ぞ
れ
の
作
家
と
し
て
発
展
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
さ
ま

ざ
ま
の
矛
盾
や
希
望
的
な
モ
メ
ン
ト
を
前
年
度
に
お
い
て
示
し
て
い
ま
す
。

　
た
と
え
ば
野
間
宏
氏
は
「
暗
い
絵
」
を
完
結
し
て
「
肉
体
は
濡
れ
て
」

「
顔
の
中
の
赤
い
月
」
「
華
や
か
な
彩
り
」
と
う
つ
っ
て
き
ま
し
た
が
主
題

の
小
さ
さ
に
く
ら
べ
て
長
い
小
説
に
ま
と
め
て
ゆ
く
文
学
上
の
危
険
な
現
象

を
、
本
年
は
ど
の
よ
う
に
緊
密
な
方
向
へ
発
展
さ
せ
る
か
、
ま
た
右
と
左
の

足
が
そ
れ
ぞ
れ
に
別
な
土
台
に
立
っ
て
し
か
も
そ
の
間
に
「
統
一
を
も
と
め

て
い
る
同
時
的
把
握
」
の
課
題
が
こ
の
作
家
に
よ
っ
て
ど
う
解
決
さ
れ
る
か

の
問
題
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
野
間
宏
氏
と
い
う
一
人
の
作
家
の
肉
体
と
精

神
と
を
た
て
裂
き
に
す
る
か
ど
う
か
と
い
う
問
題
で
す
。

　
ま
た
椎
名
麟
三
氏
に
は
、
自
分
の
社
会
的
人
間
的
経
験
の
文
学
的
表
現
を
、
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ど
う
い
う
ふ
う
に
し
て
ド
ス
ト
イ
ェ
フ
ス
キ
ー
の
影
響
か
ら
と
き
放
し
、
日

本
の
歴
史
の
成
長
を
と
げ
て
ゆ
く
か
と
い
う
こ
と
の
課
題
が
あ
り
ま
す
。
梅

崎
春
生
氏
に
は
、
既
成
文
学
的
達
者
さ
を
ど
う
い
う
風
に
し
て
洗
い
落
し
て

ゆ
く
か
の
課
題
が
あ
り
、
中
村
真
一
郎
氏
に
は
文
学
の
厳
粛
性
を
ど
う
理
解

し
て
ゆ
く
か
の
課
題
が
あ
り
ま
す
。
全
体
と
し
て
イ
ン
テ
リ
ゲ
ン
チ
ャ
新
進

作
家
に
と
っ
て
の
本
年
の
課
題
は
、
日
本
の
歴
史
の
矛
盾
だ
ら
け
の
ひ
だ
の

す
き
か
ら
生
じ
た
個
性
主
義
を
、
ど
の
よ
う
に
よ
り
ひ
ろ
い
よ
り
歴
史
的
な

発
展
の
道
に
お
く
か
と
い
う
課
題
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
ら
の
作
家
の

共
通
な
「
近
代
」
の
足
か
せ
を
、
今
年
も
こ
の
人
々
は
好
ん
で
自
分
の
足
首

に
つ
け
て
お
く
の
で
し
ょ
う
か
。

　
前
年
に
あ
る
程
度
の
成
果
を
も
っ
て
活
動
し
た
広
範
囲
の
民
主
的
作
家
の
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活
動
は
、
本
年
に
な
れ
ば
そ
れ
ぞ
れ
に
辿
っ
て
来
た
テ
ー
マ
を
発
展
さ
せ
、

よ
り
ひ
ろ
い
社
会
的
な
文
学
に
進
む
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
民
主
主
義
文
学

と
い
う
も
の
は
、
進
歩
的
な
小
市
民
層
の
生
活
と
文
学
と
を
包
括
す
る
も
の

で
す
か
ら
、
勤
労
者
の
文
学
を
も
っ
と
も
注
意
ぶ
か
く
鼓
舞
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
と
同
時
に
、
一
見
な
ん
の
奇
も
な
い
よ
う
な
店
を
い
と
な
ん
で
い
る

人
の
生
活
、
勤
人
の
生
活
、
会
社
員
、
主
婦
な
ど
の
生
活
の
声
が
文
学
に
反

映
し
て
き
て
よ
い
と
思
い
ま
す
。

　
本
年
度
は
、
農
民
の
生
活
を
う
つ
す
多
様
な
文
学
と
、
児
童
の
た
め
の
文

学
が
真
面
目
に
と
り
あ
げ
ら
れ
、
民
論
に
よ
っ
て
は
げ
ま
さ
れ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
と
思
い
ま
す
。
今
日
こ
れ
ほ
ど
問
題
の
多
い
子
供
の
生
活
に
語
り
か

け
て
ゆ
く
健
全
な
文
学
が
こ
ん
な
に
少
い
と
い
う
こ
と
は
お
ど
ろ
く
べ
き
こ
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と
で
あ
る
し
、
日
本
の
民
主
化
の
道
程
で
歴
史
的
な
場
面
に
立
っ
て
い
る
農

民
の
こ
の
複
雑
な
現
実
が
、
見
る
べ
き
一
つ
の
作
品
に
も
ま
と
め
ら
れ
な
か

っ
た
片
手
落
は
、
本
年
度
に
お
い
て
と
り
か
え
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と

思
い
ま
す
。

　
戦
時
中
農
民
を
主
題
と
し
て
書
い
た
作
家
が
戦
争
遂
行
の
た
め
の
農
村
収

奪
の
方
向
に
協
力
す
る
ば
か
り
で
、
真
に
農
村
の
人
々
の
心
に
は
い
っ
て
作

品
を
書
か
な
か
っ
た
と
い
う
悲
劇
を
、
本
年
は
ま
っ
た
く
新
し
い
人
々
の
ペ

ン
に
よ
っ
て
、
血
に
よ
ご
れ
て
い
な
い
人
々
の
ペ
ン
に
よ
っ
て
語
ら
れ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
と
思
い
ま
す
。

　
と
こ
ろ
が
こ
の
よ
う
な
さ
ま
ざ
ま
の
期
待
と
希
望
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
用
紙
の
問
題
は
ど
う
で
し
ょ
う
。
雑
誌
・
書
籍
の
生
産
費
の
暴
騰
は
ど
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う
で
し
ょ
う
。
そ
し
て
今
の
電
力
割
当
で
、
ど
れ
ほ
ど
の
本
が
読
め
る
で
し

ょ
う
。
人
民
の
所
得
は
戦
前
の
百
倍
と
査
定
し
て
い
る
政
府
が
、
百
二
十
六

倍
の
税
額
を
払
わ
せ
る
時
、
私
た
ち
の
文
化
費
は
ど
こ
に
残
る
で
し
ょ
う
。

文
化
と
文
学
の
発
展
は
、
社
会
の
生
産
や
権
力
の
性
質
と
こ
ん
な
に
も
切
り

は
な
せ
な
い
も
の
だ
と
い
う
こ
と
を
、
本
年
度
は
す
べ
て
の
人
が
切
実
に
発

見
す
る
年
で
も
あ
る
と
思
い
ま
す
。
そ
し
て
文
学
は
こ
の
社
会
的
な
発
見
の

実
感
の
中
に
さ
え
も
新
し
い
萌
芽
を
も
っ
て
い
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
一
九
四
八
年
一
月
〕
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