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【
特
集
　
か
く
】

「
潜
在
創
作
」
と
は
何
か

鈴
木
将
久

　
現
代
中
国
文
学
研
究
に
「
潜
在
創
作
（
原
文
…
潜
在
写
作
）
」

と
い
う
概
念
が
あ
る
。
い
う
な
れ
ば
、
潜
在
的
な
状
態
に
お
い
て

「
書
く
こ
と
」
で
あ
る
。
「
書
く
」
と
い
う
行
為
が
、
言
表
と
言
わ

れ
る
よ
う
に
、
言
葉
を
表
に
現
し
て
、
他
者
に
と
ど
け
る
こ
と
を

目
的
と
し
た
行
為
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
公
開
を
前
提
と
せ

ず
、
潜
在
的
な
状
態
に
お
い
て
書
き
つ
づ
け
る
「
潜
在
創
作
」
は
、

ほ
と
ん
ど
語
義
矛
盾
に
近
い
。
公
開
の
た
め
で
は
な
く
「
書
く
」

と
は
、
何
を
意
味
す
る
の
だ
ろ
う
か
。

　
こ
の
概
念
を
提
起
し
た
陳
思
和
氏
に
よ
る
と
、
中
国
の
「
潜
在

創
作
」
に
は
以
下
の
い
く
つ
か
の
種
類
が
あ
る
と
い
う
。

　
一
、
書
信
、
日
記
、
読
書
メ
モ
、
思
考
ノ
ー
ト
の
よ
う
な
個
人

的
な
文
字
資
料
。
「
作
者
の
最
初
の
目
的
が
公
開
発
表
の
た
め
で

な
い
こ
と
は
明
ら
か
だ
が
、
そ
の
「
潜
在
的
な
」
意
義
は
、
こ
れ

が
文
学
創
作
で
な
い
に
も
関
わ
ら
ず
、
潜
在
的
な
文
学
性
を
お
び

て
い
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。
あ
る
種
の
特
殊
な
環
境
下
に
お
い
て
、

こ
う
し
た
文
字
資
料
は
文
学
作
品
と
し
て
公
開
し
て
発
表
さ
れ
う

　
　
　

る
」
。
こ
の
種
類
は
、
大
作
家
の
書
信
や
日
記
な
ど
が
公
開
さ
れ

る
こ
と
か
ら
も
、
容
易
に
理
解
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

　
二
、
自
覚
的
な
文
学
創
作
作
品
。
「
な
ん
ら
か
の
原
因
に
よ
り
、

当
時
発
表
で
き
な
か
っ
た
も
の
。
つ
ま
り
い
わ
ゆ
る
引
き
出
し
に

し
ま
わ
れ
、
数
年
後
に
公
開
し
て
発
表
さ
れ
た
も
の
。
〔
中
略
〕

い
ま
「
潜
在
創
作
」
現
象
を
提
起
す
る
の
は
、
こ
う
し
た
作
品
を

も
と
の
年
代
に
も
ど
し
て
考
察
す
る
た
め
で
あ
る
。
公
開
し
て
発

表
さ
れ
ず
、
し
た
が
っ
て
客
観
的
な
影
響
力
は
発
揮
し
な
か
っ
た
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い
す
み
あ
　
五
号
（
二
〇
＝
二
・
三
）

が
、
当
時
の
知
識
人
の
厳
粛
な
思
考
を
反
映
し
て
お
り
、
当
時
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

精
神
現
象
の
無
視
で
き
な
い
有
機
的
な
一
部
分
で
あ
る
」
。
当
時

発
表
で
き
な
か
っ
た
原
因
と
し
て
、
中
国
現
代
文
学
の
分
野
で
考

え
ら
れ
る
の
は
、
検
閲
な
ど
権
力
に
よ
る
規
制
で
あ
る
。
と
く
に

こ
の
概
念
は
、
毛
沢
東
時
代
の
厳
し
い
思
想
統
制
を
念
頭
に
お
い

て
提
起
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
毛
沢
東
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
統
制

の
も
と
、
同
時
代
的
に
は
発
表
さ
れ
得
な
か
っ
た
作
品
を
、
当
時

の
状
況
に
も
ど
し
て
考
察
す
る
こ
と
が
提
起
さ
れ
て
い
る
。

　
三
、
五
〇
・
六
〇
年
代
の
旧
体
詩
な
ど
、
非
正
規
ル
ー
ト
を
通

じ
て
伝
播
し
た
も
の
。
「
当
時
は
発
表
さ
れ
な
か
っ
た
が
、
友
人

の
あ
い
だ
で
流
通
し
、
詩
人
が
逝
去
し
た
あ
と
公
開
し
て
発
表
さ

　
　
　
　
ヨ
　

れ
た
も
の
」
。

　
四
、
民
間
の
刊
行
物
あ
る
い
は
自
費
出
版
の
形
で
世
に
出
た
も

の
。
三
と
四
も
、
毛
沢
東
時
代
の
思
想
統
制
が
念
頭
に
お
か
れ
て

い
る
。

　
補
足
す
る
と
、
毛
沢
東
の
時
代
は
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
統
制
が
厳

し
く
、
共
産
党
に
よ
っ
て
非
合
法
と
認
定
さ
れ
た
文
章
は
、
公
式

の
ル
ー
ト
で
出
版
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
同
時
に
、

毛
沢
東
時
代
は
、
地
下
も
し
く
は
半
地
下
の
思
想
活
動
が
、
き
わ

め
て
盛
ん
な
時
代
で
も
あ
っ
た
。
公
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
、
政
府

に
対
抗
す
る
「
民
間
」
の
思
想
活
動
の
関
係
は
、
じ
つ
は
か
な
り

複
雑
で
あ
る
。
銭
理
群
『
毛
沢
東
と
中
国
』
に
よ
る
と
、
毛
沢
東

自
身
が
、
制
度
化
さ
れ
た
官
僚
組
織
へ
の
反
抗
を
し
ば
し
ば
呼
び

か
け
る
指
導
者
で
あ
り
、
毛
沢
東
に
応
え
る
若
者
が
、
往
々
に
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゑ

て
、
政
府
に
対
抗
す
る
「
民
間
」
思
想
家
に
な
っ
て
い
っ
た
。
毛

沢
東
は
一
方
で
厳
し
い
統
制
を
行
い
な
が
ら
、
同
時
に
政
府
に
対

抗
す
る
活
動
を
な
か
ば
無
意
識
の
う
ち
に
鼓
舞
し
て
い
た
。
毛
沢

東
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
統
制
と
「
民
間
」
の
思
想
活
動
は
、
相
補
的

関
係
に
あ
っ
た
と
す
ら
言
え
る
だ
ろ
う
。
こ
う
し
た
情
況
下
で
、

創
作
さ
れ
た
も
の
の
発
表
さ
れ
な
か
っ
た
作
品
、
友
人
た
ち
の
あ

い
だ
で
の
み
流
通
し
た
作
品
、
あ
る
い
は
自
費
出
版
と
し
て
出
さ

れ
た
作
品
が
現
れ
た
。
つ
ま
り
中
国
共
産
党
に
よ
っ
て
公
式
に
は

認
め
ら
れ
な
か
っ
た
が
、
公
式
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
相
補
的
関
係
に

あ
る
と
い
う
意
味
に
お
い
て
、
時
代
を
映
す
文
章
と
し
て
決
し
て

無
視
で
き
な
い
存
在
が
、
中
国
現
代
文
学
で
い
う
「
潜
在
創
作
」

の
中
核
部
分
で
あ
る
。

　
か
く
し
て
「
潜
在
創
作
」
を
分
析
す
る
こ
と
は
、
中
国
現
代
文

学
史
を
全
体
と
し
て
捉
え
る
た
め
に
必
須
の
作
業
に
な
る
。
陳
思

和
氏
は
、
「
潜
在
創
作
」
を
前
面
に
打
ち
だ
し
、
中
国
文
学
史
を

ラ
デ
ィ
カ
ル
に
構
想
し
た
。
た
だ
し
こ
こ
で
考
え
た
い
の
は
、
文

学
史
の
完
成
で
は
な
い
。
む
し
ろ
「
潜
在
創
作
」
と
い
う
行
為
の

意
味
で
あ
る
。
彼
ら
が
、
公
開
が
望
め
な
い
情
況
下
で
、
そ
れ
で
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も
書
き
つ
づ
け
た
の
は
ど
う
し
て
な
の
か
。
彼
ら
が
遂
行
し
た
創

作
行
為
は
、
何
を
意
味
し
た
の
か
。
そ
れ
は
「
書
く
」
と
い
う
行

為
に
つ
い
て
、
新
た
な
思
索
を
導
く
も
の
な
の
か
。

　
具
体
的
な
事
例
を
見
て
み
よ
う
。
ま
ず
陳
思
和
氏
が
三
番
目
に

あ
げ
た
旧
体
詩
を
見
て
み
る
。
旧
体
詩
と
は
、
伝
統
的
な
ス
タ
イ

ル
に
の
っ
と
り
、
押
韻
や
平
灰
な
ど
ル
ー
ル
を
遵
守
し
て
書
く
漢

詩
で
あ
る
。
ま
が
り
な
り
に
も
封
建
文
化
の
打
倒
を
か
か
げ
た
社

会
主
義
の
時
代
に
、
旧
来
の
文
の
ス
タ
イ
ル
の
極
致
と
言
う
べ
き

旧
体
詩
が
書
か
れ
た
こ
と
は
、
そ
れ
自
体
奇
妙
で
あ
る
。

　
こ
の
旧
体
詩
を
書
い
た
人
に
、
胡
風
と
い
う
文
学
者
が
い
る
。

彼
は
も
と
も
と
マ
ル
ク
ス
主
義
文
芸
理
論
家
と
し
て
活
躍
し
た

が
、
毛
沢
東
に
容
れ
ら
れ
ず
、
「
反
革
命
」
の
冤
罪
を
受
け
、
牢

　
　
　
　
　
　
ら
　

に
つ
な
が
れ
た
。
胡
風
と
毛
沢
東
の
関
係
は
複
雑
で
あ
る
。
主
張

の
違
い
に
つ
い
て
言
う
と
、
胡
風
が
、
マ
ル
ク
ス
主
義
世
界
観
を

受
け
入
れ
る
際
の
知
識
人
の
認
識
の
変
容
過
程
を
重
視
し
、
い
か

に
し
て
世
界
観
を
変
容
さ
せ
る
か
を
理
論
的
に
追
求
し
た
の
に
対

し
て
、
毛
沢
東
は
運
動
と
し
て
の
革
命
論
を
重
視
し
、
い
か
に
し

て
マ
ル
ク
ス
主
義
の
旗
の
下
で
革
命
を
組
織
す
る
か
を
重
視
し
た

と
言
え
る
。
両
者
と
も
マ
ル
ク
ス
主
義
者
を
自
任
し
て
お
り
、
原

理
的
に
は
共
存
不
可
能
で
は
な
か
っ
た
。
た
だ
諸
々
の
事
情
が
重

な
り
、
結
果
と
し
て
胡
風
は
毛
沢
東
に
徹
底
的
に
弾
圧
さ
れ
る
こ

と
に
な
っ
た
。

　
胡
風
は
、
獄
中
、
あ
る
い
は
弾
圧
を
受
け
た
状
況
下
で
、
旧
体

詩
を
書
い
た
。
し
か
し
彼
は
自
覚
的
に
は
、
終
生
マ
ル
ク
ス
主
義

文
芸
理
論
家
で
あ
っ
た
。
マ
ル
ク
ス
主
義
者
の
自
覚
を
保
持
し
た

ま
ま
旧
体
詩
を
書
く
こ
と
は
、
何
を
意
味
し
て
い
る
の
か
。
一
九

六
六
年
五
月
、
一
瞬
だ
け
獄
外
に
出
て
い
た
と
き
の
詩
に
次
の
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
　

う
な
も
の
が
あ
る
。

沈
冤
大
案
定
重
提

可
早
難
然
也
可
遅

敢
任
権
威
謳
托
特

董
免
利
勢
寄
安
危

凌
姻
誘
像
蓋
加
我

踊
水
錆
形
敢
譲
誰

永
謝
先
師
垂
大
訓

深
い
冤
罪
の
大
事
件
、
定
ま
っ
た
の

ち
再
び
あ
げ
ら
れ
る

早
い
と
い
う
べ
き
な
れ
ど
、
ま
た
遅

い
と
い
う
べ
し

敢
え
て
権
威
が
ト
ロ
ツ
キ
ー
・
特
務

と
濡
れ
衣
を
着
せ
る
に
任
せ

利
益
や
勢
い
に
も
た
れ
て
安
全
と
危

険
を
寄
せ
る
を
差
じ
る

雲
を
し
の
ぐ
〔
高
遠
な
〕
人
物
画
に

我
の
加
わ
る
を
差
じ

水
の
中
で
形
を
失
う
、
あ
え
て
誰
に

譲
ろ
う
か

永
遠
に
謝
す
る
、
先
師
が
大
い
な
る

訓
を
垂
れ
て
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い
す
み
あ
　
五
号
（
二
〇
＝
二
・
三
）

　
　
堅
持
靱
性
学
青
皮
　
　
粘
り
強
さ
を
堅
持
し
て
ゴ
ロ
ツ
キ
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
学
ば
し
め
る
を

　
こ
の
と
き
胡
風
は
、
お
そ
ら
く
獄
外
に
出
て
い
た
た
め
か
、
希

望
的
観
測
を
も
ち
、
自
分
の
冤
罪
事
件
が
再
審
査
さ
れ
る
こ
と
を

期
待
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
胡
風
は
一
貫
し
て
、
毛
沢
東
が
自

分
を
理
解
し
て
く
れ
る
と
信
じ
て
い
た
ふ
し
が
あ
り
、
他
方
で
毛

沢
東
の
周
辺
の
権
威
的
人
間
に
嫌
悪
感
を
あ
ら
わ
に
し
て
い
た
。

こ
の
詩
で
も
権
威
に
よ
る
胡
風
に
対
す
る
濡
れ
衣
を
風
刺
し
て
い

る
。
ち
な
み
に
毛
沢
東
時
代
に
は
、
ト
ロ
ツ
キ
ー
派
あ
る
い
は
蒋

介
石
の
特
務
と
い
う
の
は
、
そ
れ
自
体
の
意
味
を
ほ
と
ん
ど
問
わ

ず
に
、
反
対
派
に
着
せ
ら
れ
る
レ
ッ
テ
ル
で
あ
り
、
胡
風
も
、
内

実
の
な
い
ま
ま
、
ト
ロ
ツ
キ
ー
派
お
よ
び
特
務
と
言
わ
れ
た
。
ま

た
「
勢
い
や
利
益
」
、
「
雲
を
し
の
ぐ
人
物
画
」
と
い
っ
た
表
現
も
、

基
本
的
に
は
権
威
に
群
が
る
人
間
へ
の
嫌
悪
を
示
し
た
も
の
と
言

え
る
。
「
踊
水
錆
形
」
と
は
、
野
に
隠
れ
る
こ
と
で
あ
り
、
こ
れ

も
権
威
に
寄
生
す
る
人
間
へ
の
風
刺
と
受
け
取
れ
る
。
胡
風
が
、

獄
中
生
活
を
経
て
も
な
お
、
権
威
主
義
へ
の
批
判
精
神
を
失
わ
な

か
っ
た
こ
と
が
見
て
取
れ
る
。
第
七
句
の
「
先
師
」
と
は
魯
迅
の

こ
と
。
胡
風
は
魯
迅
の
弟
子
を
自
任
し
、
魯
迅
精
神
の
継
承
を
重

視
し
て
い
た
。
魯
迅
の
教
え
に
し
た
が
い
、
ゴ
ロ
ツ
キ
に
学
ぶ
く

ら
い
の
気
持
ち
で
、
粘
り
強
い
戦
闘
精
神
を
保
ち
続
け
る
と
宣
言

し
て
い
る
。

　
実
際
に
は
、
こ
の
詩
が
書
か
れ
た
ほ
ぼ
同
時
期
に
、
文
化
大
革

命
が
発
動
さ
れ
、
そ
の
中
で
胡
風
は
再
度
獄
中
に
送
ら
れ
る
こ
と

に
な
る
。
し
た
が
っ
て
こ
の
詩
の
希
望
的
観
測
は
、
予
測
と
し
て

は
誤
っ
た
こ
と
に
な
る
。
問
題
は
、
彼
が
弾
圧
を
受
け
た
状
況
下

で
、
な
お
希
望
を
持
っ
て
い
た
と
き
、
そ
れ
を
旧
体
詩
で
表
現
し

た
こ
と
の
意
味
で
あ
る
。
じ
つ
は
胡
風
は
、
獄
中
で
も
旧
体
詩
を

書
い
て
い
た
。
旧
体
詩
は
ル
ー
ル
が
煩
項
で
あ
り
、
高
度
な
教
養

が
求
め
ら
れ
た
。
だ
か
ら
こ
そ
共
産
主
義
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
も
と

で
は
、
一
部
の
知
識
人
に
よ
る
文
化
支
配
の
象
徴
と
し
て
排
斥
さ

れ
た
。
し
か
し
逆
か
ら
言
う
と
、
ル
ー
ル
を
会
得
し
て
い
る
人
に

と
っ
て
は
、
む
し
ろ
記
憶
の
容
易
な
ス
タ
イ
ル
と
な
る
。
胡
風
は

ル
ー
ル
を
会
得
し
て
い
た
た
め
、
獄
中
で
筆
や
紙
が
制
限
さ
れ
、

自
由
な
表
現
が
許
さ
れ
な
か
っ
た
と
き
、
旧
体
詩
な
ら
ば
記
憶
で

き
た
と
い
う
。

　
胡
風
は
、
自
覚
的
に
は
マ
ル
ク
ス
主
義
老
で
あ
り
、
マ
ル
ク
ス

主
義
を
会
得
す
る
た
め
の
精
神
の
作
用
を
理
論
的
に
突
き
詰
め
よ

う
と
し
た
文
学
者
で
あ
っ
た
が
、
他
方
で
、
マ
ル
ク
ス
主
義
者
に

な
る
前
は
、
旧
体
詩
の
作
法
も
身
に
つ
け
た
知
識
人
で
あ
り
、
弾

圧
さ
れ
て
文
章
の
公
開
が
望
め
な
い
状
況
下
に
お
い
て
、
い
わ
ば

地
の
部
分
が
表
出
す
る
よ
う
に
、
も
と
も
と
の
教
養
が
示
さ
れ
た
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と
言
え
る
だ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
胡
風
の
旧
体
詩
の
意
味
を
単
純
化

す
る
こ
と
は
戒
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
胡
風
の
境
遇
は
不
条
理

に
ほ
か
な
ら
ず
、
そ
の
中
で
な
お
も
マ
ル
ク
ス
主
義
へ
の
信
仰
を

失
わ
な
か
っ
た
彼
の
精
神
の
強
度
は
、
ほ
と
ん
ど
想
像
を
絶
す
る

も
の
が
あ
る
。
旧
体
詩
も
、
そ
う
し
た
精
神
の
強
度
の
も
と
で
現

れ
た
も
の
で
あ
り
、
単
純
な
復
古
と
考
え
て
は
な
ら
な
い
。
た

だ
、
そ
れ
を
踏
ま
え
た
う
え
で
、
彼
が
不
条
理
に
耐
え
な
が
ら
希

望
を
保
ち
続
け
た
と
き
、
そ
れ
を
表
現
す
る
手
段
が
旧
体
詩
で
あ

っ
た
と
い
う
事
実
は
興
味
深
い
。
公
開
の
文
章
が
書
き
得
な
か
っ

た
と
き
、
自
ら
の
心
情
を
迂
回
し
て
表
現
す
る
手
段
と
し
て
、
社

会
主
義
に
よ
っ
て
表
面
的
に
は
抑
圧
さ
れ
た
は
ず
の
文
章
ス
タ
イ

ル
が
、
呼
び
起
さ
れ
た
と
言
え
な
い
だ
ろ
う
か
。
言
い
換
え
る
な

ら
ば
、
こ
こ
で
い
う
「
潜
在
」
と
は
、
当
時
の
状
況
下
で
公
開
で

き
な
い
と
い
う
意
味
で
の
「
潜
在
」
で
あ
る
と
同
時
に
、
当
時
は

抑
圧
さ
れ
て
い
た
文
章
ス
タ
イ
ル
と
い
う
意
味
も
含
む
、
二
重
の

意
味
で
の
「
潜
在
」
で
あ
っ
た
。

　
陳
思
和
氏
が
提
起
す
る
「
潜
在
創
作
」
は
、
政
治
的
迫
害
を
受

け
た
人
だ
け
を
指
す
の
で
は
な
い
。
こ
の
概
念
は
、
政
治
の
喧
騒

を
離
れ
て
個
人
的
な
世
界
に
沈
静
し
た
人
の
創
作
活
動
も
含
ん
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ア
　

い
る
。
そ
の
事
例
と
し
て
、
灰
娃
と
い
う
詩
人
を
見
て
み
よ
う
。

　
灰
娃
は
毛
沢
東
体
制
下
の
中
国
の
現
実
に
適
応
で
き
ず
、
軽
度

の
精
神
分
裂
症
を
患
っ
た
と
い
う
。
文
化
大
革
命
が
は
じ
ま
る

と
、
精
神
分
裂
症
が
悪
化
し
、
日
々
、
恐
怖
と
不
安
ば
か
り
感
じ

て
い
た
。
そ
う
し
た
中
、
一
九
七
二
年
、
書
き
と
め
た
文
章
が
偶

然
彼
女
の
夫
の
目
に
触
れ
、
「
詩
」
と
し
て
残
さ
れ
た
。
お
そ
ら

く
文
革
中
の
中
国
で
は
認
め
ら
れ
な
い
と
思
っ
た
た
め
、
厳
重
に

隠
し
、
文
革
が
終
わ
っ
た
後
に
公
表
し
た
と
い
う
。
彼
女
が
一
九

七
二
年
に
書
き
の
こ
し
た
作
品
を
見
て
み
よ
う
。

　
　
あ
あ
　
時
間
の
重
み
が
／
私
た
ち
の
腰
を
ゆ
が
め
る
／
あ
の

　
　
一
瞬
の
笑
い
一
筋
の
灯
火
よ
／
流
星
が
流
れ
去
り
　
　
た
だ

　
　
聞
こ
え
る
／
遠
い
夢
の
こ
だ
ま
／
波
し
ぶ
き
が
は
ね
／
塩
味

　
　
が
沈
殿
す
る
グ
私
た
ち
の
霊
魂
は
／
毒
炎
に
焼
き
焦
が
さ

　
　
れ
／
煙
は
幻
想
的
に
／
膝
行
し
て
前
に
進
み
／
と
う
と
う
／

　
　
苦
笑
さ
え
　
　
も
／
嫌
に
な
っ
た
グ
あ
あ
　
黙
し
て
語
ら

　
　
ぬ
霊
魂
／
以
前
／
私
た
ち
は
か
つ
て
／
手
を
た
ず
さ
え
向
き

　
　
合
っ
て
泣
き
じ
ゃ
く
っ
た
／
互
い
に
た
が
い
の
傷
を
押
さ
え

　
　
た
／
灰
色
の
幕
　
　
で
／
悲
痛
な
気
持
ち
を
覆
い
／
〔
中
略
〕

　
　
／
運
命
の
風
波
　
奇
怪
な
苦
し
み
／
心
身
を
葬
る
渦
巻
き
へ

　
　
と
私
た
ち
を
押
し
や
り
／
む
せ
び
泣
き
と
う
め
き
声
で
押
韻

　
　
し
唱
和
す
る
／
私
た
ち
の
腕
を
　
人
は
情
熱
が
こ
も
っ
て
い

　
　
る
と
言
う
／
私
た
ち
は
こ
の
世
を
さ
ま
よ
い
苦
し
み
を
き
つ

　
　
く
抱
き
し
め
／
通
り
す
が
り
の
者
は
こ
の
大
い
な
る
悲
壮
を
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い
す
み
あ
　
五
号
（
二
〇
＝
二
⊥
二
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
／
こ
の
隠
れ
た
痛
み
を
　
軽
く
笑
い
雑
談
す
る

　
こ
の
詩
に
当
時
の
中
国
の
抑
圧
さ
れ
た
社
会
心
理
を
読
み
込
む

こ
と
は
、
も
ち
ろ
ん
可
能
で
あ
る
。
強
力
な
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
統
制

の
も
と
、
建
前
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
を
唱
和
す
る
こ
と
が
強
い
ら
れ
、

個
人
の
自
由
な
思
考
が
許
さ
れ
な
か
っ
た
痛
み
を
表
現
し
て
い
る

と
読
め
る
。
さ
ら
に
、
そ
う
し
た
非
人
間
的
な
世
界
に
お
い
て
、

な
お
人
間
の
情
熱
を
保
つ
こ
と
へ
の
希
求
を
表
現
し
て
い
る
と
も

言
え
る
だ
ろ
う
。
表
面
的
に
は
政
治
か
ら
身
を
離
し
、
個
人
の
精

神
を
追
求
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
毛
沢
東
時
代
の
政
治
主
義
の
非

情
さ
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
た
創
作
と
読
解
し
て
も
間
違
い
で
は
な

い
。　

た
だ
、
彼
女
自
身
の
言
に
よ
る
と
、
こ
れ
は
、
精
神
分
裂
に
陥

っ
た
状
態
下
で
、
「
氷
の
洪
水
が
心
の
堤
防
を
あ
ふ
れ
で
る
よ
う

に
、
知
ら
ず
知
ら
ず
の
う
ち
に
手
が
動
き
、
手
近
な
紙
に
書
き
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
す
　

け
た
。
一
文
、
二
文
、
半
言
、
一
段
、
一
言
、
一
文
字
」
と
書
か

れ
た
も
の
だ
と
い
う
。
い
わ
ば
シ
ュ
ー
ル
レ
ア
リ
ス
ト
の
自
動
筆

記
の
よ
う
に
、
意
識
の
外
に
あ
る
言
語
が
な
か
ば
自
動
的
に
浮
か

び
上
が
っ
て
生
み
出
さ
れ
た
の
が
、
こ
の
創
作
だ
と
い
う
。
灰
娃

は
無
意
識
の
う
ち
に
シ
ュ
ー
ル
レ
ア
リ
ス
ム
を
実
践
し
た
と
も
言

え
る
。
し
た
が
っ
て
こ
こ
か
ら
読
み
取
れ
る
の
は
、
政
治
に
抑
圧

さ
れ
た
個
人
の
精
神
の
痛
み
だ
け
で
は
な
い
。
政
治
に
踏
み
に
じ

ら
れ
た
個
人
の
精
神
が
、
意
識
の
外
の
言
葉
と
し
て
、
不
意
打
ち

の
よ
う
に
作
者
に
到
来
し
た
と
い
う
事
態
こ
そ
が
、
こ
こ
に
表
現

さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
こ
こ
で
も
「
潜
在
」
の
意
味
は
二
重
化
さ
れ
て
い
る
と
い
う
べ

き
で
あ
る
。
傷
つ
い
た
暗
い
精
神
を
描
き
公
開
は
望
め
な
い
と
い

う
意
味
で
「
潜
在
」
で
あ
る
と
同
時
に
、
表
面
上
の
意
識
の
次
元

を
超
え
た
別
の
次
元
の
言
葉
で
あ
る
と
い
う
意
味
で
も
「
潜
在
」

で
あ
る
。
じ
つ
は
中
国
語
で
は
「
無
意
識
」
を
「
潜
在
意
識
」
と

い
う
。
「
潜
在
創
作
」
に
は
、
い
わ
ば
無
意
識
を
表
現
し
た
創
作

活
動
と
い
う
意
味
も
認
め
ら
れ
る
。

　
中
国
現
代
文
学
に
お
け
る
「
潜
在
創
作
」
が
、
中
国
の
歴
史
に

根
差
し
た
特
殊
な
文
学
現
象
で
あ
る
こ
と
は
疑
い
な
い
。
毛
沢
東

時
代
の
強
力
な
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
統
制
と
、
水
面
下
で
の
盛
ん
な

「
民
間
」
創
作
活
動
の
相
補
関
係
が
、
「
潜
在
創
作
」
の
基
盤
で
あ

る
。
し
か
し
同
時
に
注
目
す
べ
き
な
の
は
、
「
潜
在
創
作
」
に
は

無
意
識
の
表
出
と
い
う
一
面
が
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
灰
娃
の
よ
う

な
個
人
の
無
意
識
の
表
出
の
場
合
も
あ
れ
ば
、
胡
風
の
よ
う
な
、

文
化
的
な
意
味
で
抑
圧
さ
れ
て
い
た
無
意
識
の
表
出
と
い
う
事
例

も
あ
る
。
お
そ
ら
く
こ
こ
に
こ
そ
、
「
潜
在
創
作
」
と
い
う
奇
妙

な
「
書
く
」
行
為
の
意
味
が
読
み
取
れ
る
と
思
わ
れ
る
。
他
者
に

向
け
て
公
開
す
る
た
め
で
は
な
く
、
無
意
識
の
表
出
と
し
て
言
葉
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を
「
書
く
こ
と
」
、
そ
れ
が
「
潜
在
創
作
」
な
の
で
は
な
か
ろ
う

か
。
水
面
上
の
言
葉
で
は
決
し
て
表
現
で
き
な
い
内
容
を
、
無
意

識
か
ら
到
来
し
た
言
葉
に
よ
っ
て
書
き
の
こ
す
こ
と
、
同
時
代
の

他
者
に
伝
達
す
る
た
め
で
は
な
く
、
無
意
識
の
言
葉
を
残
す
た
め

に
「
書
く
」
こ
と
、
こ
こ
に
「
書
く
こ
と
」
の
も
う
一
つ
の
意
味

を
読
み
取
っ
て
も
、
誤
り
で
は
な
い
だ
ろ
う
。

　
言
う
ま
で
も
な
く
、
無
意
識
の
発
見
は
す
ぐ
れ
て
近
代
的
な
出

来
事
で
あ
る
。
無
意
識
の
発
見
以
降
、
近
代
文
学
は
そ
の
姿
を
変

え
た
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。
無
意
識
を
言
葉
に
書
き
残

し
、
創
作
作
品
と
し
た
「
潜
在
創
作
」
は
、
中
国
の
歴
史
に
根
差

し
た
形
で
、
近
代
文
学
を
実
践
し
た
一
つ
の
形
と
言
う
こ
と
も
で

き
る
。
西
洋
の
近
代
と
は
異
な
る
も
の
の
、
近
代
と
し
か
言
い
よ

う
の
な
い
「
中
国
近
代
」
の
経
験
を
探
る
一
つ
の
糸
口
が
、
「
潜

在
創
作
」
に
は
含
ま
れ
て
い
る
。

（
1
）
　
　
陳
田
心
和
　
「
総
序
」
　
（
激
旧
山
仕
好
丁
作
十
人
難
取
　
『
儘
依
圭
甘
出
至
鮎
詩
十
人
』
、
　
武
漢
…
武

　
　
漢
出
版
社
、
二
〇
〇
六
）
、
二
頁
。

（
2
）
　
同
上
、
二
頁
。

（
3
）
　
同
上
、
三
頁
。

（
4
）
　
銭
理
群
『
毛
沢
東
と
中
国
』
（
阿
部
・
鈴
木
・
羽
根
・
丸
川
訳
、

　
　
東
京
”
青
土
社
、
二
〇
一
二
）
参
照
。
原
書
は
、
『
毛
沢
東
時
代
和

　
後
毛
沢
東
時
代
』
（
台
北
…
聯
経
出
版
、
二
〇
一
二
）
。

（
5
）
　
胡
風
の
冤
罪
事
件
に
つ
い
て
は
、
た
と
え
ば
李
輝
『
囚
わ
れ
た
文

　
学
者
た
ち
；
毛
沢
東
と
胡
風
事
件
』
（
千
野
・
平
井
訳
、
東
京
”
岩

　
波
書
店
、
一
九
九
六
）
参
照
。
原
書
は
、
『
胡
風
集
団
冤
案
始
末
』

　
　
（
南
昌
　
人
民
日
報
出
版
社
、
一
九
八
九
）
。

（
6
）
　
前
掲
、
潜
在
写
作
文
叢
『
懐
春
室
詩
文
』
、
一
六
九
頁
。
な
お
こ

　
　
の
詩
の
解
釈
お
よ
び
毛
沢
東
時
代
の
旧
体
詩
の
意
味
に
つ
い
て
は
、

　
木
山
英
雄
『
人
は
歌
い
人
は
実
く
大
旗
の
前
ー
漢
詩
の
毛
沢
東
時
代
』

　
　
（
東
京
”
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
五
）
参
照
。

（
7
）
　
灰
娃
の
生
涯
お
よ
び
創
作
の
特
徴
に
つ
い
て
は
、
劉
志
栄
「
霊
魂

　
　
は
暗
夜
を
漫
遊
す
る
i
灰
娃
の
「
文
革
」
時
期
詩
歌
創
作
」
（
鈴
木

　
　
抄
訳
、
『
藍
・
B
L
U
E
』
総
第
二
〇
期
、
二
〇
〇
五
）
参
照
。
ま

　
　
た
灰
娃
の
詩
は
、
『
灰
娃
的
詩
』
（
北
京
”
作
家
出
版
社
、
二
〇
〇
九
）

　
　
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。

（
8
）
　
灰
娃
「
路
」
（
一
九
七
二
）
、
前
掲
、
『
灰
娃
的
詩
』
、
ニ
ー
四
頁
。

（
9
）
　
前
掲
、
劉
志
栄
「
霊
魂
は
暗
夜
を
漫
遊
す
る
！
灰
娃
の
「
文
革
」

　
　
時
期
詩
歌
創
作
」
、
二
一
一
頁
、
参
照
。
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