
「
『
田
舎
者
』
の
自
己
樹
立
」
二
）

　
　
－
大
分
県
に
お
け
る
近
代
化
と
文
学
の
問
題
を
考
え
る
ー

古
　
　
庄

　
　
　
　
　
一

　
標
題
「
『
田
舎
者
』
の
自
己
樹
立
」
は
、
中
野
重
治
が
「
斎
藤
茂
吉
ノ

ー
ト
」
の
中
で
使
っ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

　
そ
の
も
と
は
、
昭
和
十
年
代
、
保
田
与
重
郎
の
影
響
を
う
け
た
、
幻

想
的
、
空
想
的
作
風
の
歌
人
で
『
日
本
歌
人
』
の
主
宰
者
で
も
あ
っ
た

前
川
佐
英
雄
の
発
言
か
ら
出
て
い
る
。

　
前
川
は
『
文
庫
』
昭
和
十
六
年
八
月
号
に
「
わ
が
愛
唱
歌
」
を
書
い

た
が
、
そ
の
中
で
与
謝
野
晶
子
の

　
ば
と
と
ぎ
す
治
承
寿
永
の
お
ん
国
母
三
十
に
し
て
経
読
ま
す
寺

を
激
賞
、
一
方
ア
ラ
ラ
ギ
沢
を
中
心
と
す
る
写
生
沢
を
批
難
し
、
次
の

よ
う
に
の
べ
た
。

　
と
こ
ろ
で
今
日
の
歌
壇
は
か
う
い
う
歌
（
与
謝
野
の
歌
－
筆
者
）
を

　
余
り
歓
迎
し
な
い
。
寧
ろ
不
可
な
も
の
と
し
て
排
斥
し
て
ゐ
る
。
こ

　
れ
は
誤
っ
た
写
生
説
な
ど
が
歌
境
を
風
麿
す
る
や
う
に
な
っ
て
か
ら

　
だ
が
ノ
百
ふ
ま
で
も
な
く
写
生
な
ど
の
中
か
ら
い
い
歌
は
生
ま
れ
て

ゆ
　
き
　
子

　
　
来
る
筈
は
な
い
の
で
あ
る
。
あ
れ
は
文
化
の
伝
統
を
持
た
な
い
田
舎

　
　
者
が
、
一
生
懸
命
自
分
を
叩
き
あ
げ
て
ゐ
る
だ
け
の
図
で
あ
っ
て
、

　
　
国
民
と
し
て
の
志
も
、
ま
た
何
の
信
仰
も
持
た
な
い
も
の
の
糞
努
力

　
　
に
過
ぎ
な
い
。

　
　
中
野
は
こ
の
前
川
の
「
文
化
を
持
た
な
い
田
舎
者
」
、
「
一
生
懸
命
自

　
分
を
叩
き
あ
げ
」
、
「
糞
努
力
」
等
の
評
冒
を
「
あ
る
程
度
写
生
の
説
に
あ

　
た
っ
て
い
る
」
と
し
た
上
で
、
子
規
に
よ
っ
て
提
唱
さ
れ
た
視
覚
的
「

　
　
「
写
生
」
が
、
単
に
短
歌
だ
け
の
領
域
の
問
題
で
な
く
、
「
明
治
の
日
本

　
国
民
が
、
世
界
史
に
新
し
い
姿
・
新
し
い
力
と
し
て
登
場
し
て
く
る
に

″
必
要
で
あ
っ
た
も
の
、
こ
の
も
の
の
獲
得
と
い
う
国
民
的
要
請
に
か
か

　
わ
っ
て
い
た
も
の
」
と
位
置
づ
け
る
と
と
も
に
、
こ
れ
が
明
治
期
の
、

　
「
『
田
舎
者
』
の
自
己
樹
立
」
に
か
か
わ
る
問
題
で
も
あ
っ
た
と
し
て
、

　
前
川
の
批
難
す
る
「
文
化
の
伝
統
を
持
た
な
い
田
舎
者
」
が
「
一
生
懸

　
命
自
己
を
叩
き
あ
げ
」
て
い
る
「
糞
努
力
」
を
積
極
的
な
力
と
し
て
評

　
価
し
た
の
で
あ
る
。
前
川
が
嘲
笑
し
た
「
文
化
を
持
だ
な
い
田
舎
者
」
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を
中
野
は

　
日
本
文
化
の
文
化
と
し
て
の
力
量
は
、
こ
う
い
う
田
舎
者
に
自
己
を

　
叩
き
上
げ
さ
せ
る
だ
け
の
も
の
を
そ
の
背
景
と
し
て
持
っ
て
い
た
の

　
で
あ
り
、
日
本
の
「
文
化
の
伝
統
」
と
い
う
こ
と
は
、
そ
う
い
う
意

　
昧
に
お
い
て
こ
そ
考
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
（
後
略
）

と
、
文
化
の
伝
統
を
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
に
、
よ
り
深
く
、
広
い
と
こ
ろ
で

考
え
る
べ
き
こ
と
を
提
起
し
た
。

　
以
上
の
論
を
前
置
き
と
し
て
、
中
野
の
い
う
「
『
田
舎
者
』
の
自
己
樹

立
」
が
、
明
治
以
後
の
大
分
県
下
で
ど
の
よ
う
な
人
々
に
よ
っ
て
、
ど

の
よ
う
な
形
で
行
わ
れ
た
か
を
考
え
て
み
た
い
。

　
　
　
　
二

　
大
分
県
は
な
が
く
、
も
っ
と
も
き
び
し
い
実
業
・
実
学
の
風
土
で
あ

っ
た
。
昭
和
三
十
年
代
半
ば
以
後
の
高
度
経
済
成
長
期
に
い
た
る
ま
で

農
林
業
・
漁
業
等
、
第
一
次
産
業
を
主
と
し
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
日

常
生
活
に
直
接
役
に
立
た
ぬ
文
学
を
生
み
出
し
た
り
、
受
け
入
れ
た
り

す
る
、
い
わ
ゆ
る
文
学
的
階
層
が
き
わ
め
て
薄
か
っ
た
の
は
、
む
し
ろ

当
然
で
あ
っ
た
。
「
詩
を
作
る
よ
り
田
を
作
れ
」
の
考
え
方
が
な
が
く
支

配
的
で
あ
っ
た
。
地
主
、
小
作
割
に
よ
っ
て
成
り
立
ち
、
家
族
制
度
に

縛
ら
れ
た
農
村
県
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
近
代
文
学
の
基
と
な
る
個
の
樹

立
は
き
わ
め
て
困
難
で
あ
っ
た
。
と
り
わ
け
近
代
小
説
か
ら
は
も
っ
と

も
遠
い
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
。
有
能
な
人
々
は
法
律
、
経
済
、
科
学
技
術

等
々
の
分
野
に
生
き
る
べ
く
、
学
問
を
し
、
そ
の
道
を
た
ど
っ
た
。
野

上
弥
生
子
の
如
き
優
れ
た
作
家
を
生
ん
だ
土
地
で
は
あ
る
が
、
彼
女
の

文
学
的
才
能
の
開
花
は
東
京
に
お
い
て
な
さ
れ
た
の
で
あ
っ
て
故
郷
大

分
に
お
い
て
で
は
な
い
。

　
大
分
県
出
身
で
、
明
治
の
代
表
的
思
想
家
福
沢
諭
吉
は
、
『
学
問
の
す

す
め
』
初
編
に
お
い
て

　
学
問
と
は
、
た
だ
む
つ
か
し
き
宇
を
知
り
、
解
き
難
き
古
文
を
読
み

　
和
歌
を
楽
し
み
、
詩
を
作
る
な
ど
、
世
上
に
実
の
な
き
文
学
を
言
っ

　
に
あ
ら
ず
。
こ
れ
ら
の
文
学
も
自
ず
か
ら
人
の
心
を
悦
ば
し
め
随
分

　
調
法
な
る
も
の
な
れ
ど
も
、
古
来
世
間
の
儒
者
和
学
者
な
ど
の
中
す

　
よ
う
、
さ
ま
で
あ
が
め
貴
む
べ
き
も
の
に
あ
ら
ず
、
古
来
漢
学
者
に

　
世
帯
持
の
上
手
な
る
者
も
少
な
く
、
和
歌
を
よ
く
し
て
商
売
に
巧
者

　
な
る
町
人
も
術
な
り
。
こ
れ
が
た
め
心
あ
る
町
人
百
姓
は
、
そ
の
子

　
の
学
問
に
出
精
す
る
を
見
て
、
や
が
て
身
代
を
持
ち
崩
す
な
ら
ん
と

て
親
心
に
心
配
す
る
者
あ
り
。
無
理
か
ら
ぬ
こ
と
な
り
。
宋
音
そ
の

学
問
の
実
に
遠
く
し
て
日
用
の
間
に
合
わ
ぬ
証
拠
な
り

と
の
べ
、
そ
の
よ
う
な
「
実
な
き
学
問
」
は
「
先
ず
次
に
」
し
て
、
今

　
「
専
ら
勤
む
べ
き
は
人
間
普
通
日
常
に
近
き
実
学
」
で
な
け
れ
ば
な
ら

ぬ
と
説
い
た
。

　
福
沢
の
い
う
「
実
学
」
を
具
体
的
に
掲
げ
る
と
、
い
ろ
は
四
七
文
字
、

手
紙
の
茫
言
、
帳
合
の
仕
方
、
算
盤
の
稽
古
、
天
秤
の
取
扱
い
方
で
あ

り
、
さ
ら
に
進
ん
で
は
地
理
学
、
究
理
学
（
物
理
学
等
自
然
科
学
）
・
歴

史
学
、
経
済
学
、
修
身
等
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
を
「
八
間
普
通
の
実
学
」

と
し
、
「
人
た
る
者
貴
賎
の
区
別
な
く
皆
悉
く
た
し
な
む
べ
き
心
得
」
で

あ
る
と
し
た
。
こ
の
「
心
得
」
の
上
に
立
っ
て
「
士
農
工
商
各
々
そ
の

分
を
尽
し
、
銘
々
の
家
業
を
営
み
、
身
も
独
立
し
、
天
下
国
家
も
独
立
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す
べ
き
」
だ
と
考
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
福
沢
の
考
え
方
は
、
明

治
維
新
後
の
新
し
い
時
代
を
創
り
つ
つ
あ
っ
た
指
導
層
に
共
通
す
る
も

の
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
そ
し
て
ま
た
大
分
県
の
（
多
分
日
本
各
地
）

の
風
土
に
も
っ
と
も
受
け
入
れ
や
す
い
考
え
方
で
あ
っ
た
。

　
こ
う
し
た
考
え
方
が
な
が
く
支
配
的
で
あ
っ
た
こ
と
に
お
い
て
、
日

本
の
文
学
風
土
は
決
し
て
豊
か
で
あ
っ
た
と
は
言
え
な
い
。
そ
の
中
で

大
分
県
の
文
化
－
文
学
的
特
徴
は
、
こ
う
し
た
状
態
が
、
極
論
す
れ
ば

昭
和
三
十
年
代
の
高
度
成
長
期
ま
で
続
い
た
と
こ
ろ
に
あ
る
。
日
本
の

文
学
、
そ
し
て
広
く
文
化
は
、
社
会
的
に
支
配
層
、
地
域
的
に
は
大
都

市
、
と
り
わ
け
京
都
、
東
京
に
偏
在
し
た
。
偏
在
す
る
こ
と
に
よ
っ
て

洗
練
し
た
質
の
も
の
に
な
っ
た
が
、
そ
れ
は
大
分
県
の
よ
う
な
文
化
的

辺
境
を
つ
く
り
出
し
、
き
り
す
て
た
上
で
成
り
立
つ
も
の
で
あ
っ
た
。

　
　
　
　
三

　
明
治
、
大
正
、
昭
和
初
年
代
を
通
し
て
、
県
下
に
は
、
漢
詩
を
作
る

知
識
人
層
が
い
た
。
大
正
期
こ
ろ
ま
で
は
旧
派
の
和
歌
の
指
導
者
か
お

り
、
宗
匠
を
中
心
と
す
る
雑
併
合
も
あ
っ
た
。
ど
ど
い
つ
を
作
る
農
民

か
お
り
、
川
柳
を
た
し
な
む
人
々
も
い
た
。

　
こ
の
土
地
に
生
ま
れ
、
生
き
、
そ
こ
で
新
し
い
文
学
を
創
り
出
そ
う

と
す
る
人
々
は
、
こ
れ
ら
と
の
か
か
お
り
、
た
た
か
い
を
経
な
け
れ
ば

出
発
で
き
な
か
っ
た
。
漢
詩
、
和
歌
、
雑
俳
、
ど
ど
い
つ
、
川
柳
は
新

し
い
文
学
の
担
い
于
が
生
ま
れ
て
も
、
衰
え
る
こ
と
な
く
、
新
し
い
文

学
と
並
存
し
て
生
き
続
け
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
　
『
ホ
ト
ト
ギ
ス
』
の
俳
人
で
、
明
治
末
、
大
正
中
期
ま
で
県
下
の
ホ

　
ト
ト
ギ
ス
系
の
俳
人
た
ち
の
指
導
者
で
あ
っ
た
峯
青
嵐
（
大
分
師
範
学

　
校
長
と
し
て
明
治
四
十
年
六
月
か
ら
大
正
九
年
四
月
ま
で
在
職
）
は
、

　
大
正
十
年
の
俳
句
大
会
に
お
い
て
「
『
風
呂
屋
文
学
』
『
床
屋
文
学
』
だ
の
、

　
階
習
を
打
破
し
て
、
大
分
県
下
の
文
芸
上
に
於
い
て
コ
耕
生
面
を
開
き
た

　
い
」
と
述
べ
、
鹿
高
貴
波
（
一
八
九
五
－
一
九
六
五
、
国
見
町
出
身
、

　
後
の
葉
山
耕
三
郎
）
は
、
大
正
十
三
年
『
西
海
文
学
』
創
刊
号
に
お
い

　
て
、
旧
派
和
歌
や
俳
諧
を
「
通
俗
文
学
」
と
よ
び
、
自
分
た
ち
の
「
新

　
興
文
芸
」
の
圧
迫
が
ゆ
る
む
と
、
そ
れ
が
す
ぐ
に
頭
を
も
た
げ
て
く
る

　
と
、
そ
の
根
強
さ
を
指
摘
し
、
こ
れ
と
の
対
決
を
促
し
て
い
る
。

　
　
「
新
興
文
芸
」
の
苦
闘
は
、
「
通
俗
文
学
」
と
同
じ
形
式
、
同
じ
土
俵

　
の
中
で
新
し
い
世
界
を
つ
く
ろ
う
と
す
る
と
こ
ろ
か
ら
来
た
。
新
し
い

　
文
学
の
担
い
手
と
し
て
登
場
し
た
の
は
後
に
の
べ
る
よ
う
な
若
い
青
年

　
男
女
で
あ
っ
た
が
、
彼
ら
は
近
代
文
学
の
代
表
的
ジ
ャ
ン
ル
で
あ
る
小

　
説
に
は
向
わ
ず
、
大
部
分
が
短
歌
、
俳
句
、
詩
の
形
式
で
自
ら
を
表
現

　
し
よ
う
と
し
た
。
そ
れ
が
彼
ら
の
も
っ
と
も
身
近
か
な
表
現
形
式
で
あ

　
っ
た
の
だ
が
、
し
か
し
、
彼
ら
の
内
部
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
ジ
ャ
ン
ル
ヘ

　
向
う
べ
き
可
能
性
を
混
沌
の
中
に
泌
め
て
い
た
よ
う
に
見
え
る
。
た
だ

　
そ
れ
が
開
花
で
き
ず
、
そ
の
子
不
ル
ギ
ー
は
既
存
の
短
歌
、
俳
句
を
変

’
革
す
る
こ
と
に
役
人
さ
れ
た
。
あ
る
農
民
歌
人
は
、
お
そ
ら
く
村
の
暮

　
し
の
中
に
あ
っ
た
作
業
歌
を
基
と
し
た
ど
ど
い
つ
か
ら
出
発
し
て
、
そ

　
の
抒
情
を
純
化
し
、
短
歌
に
つ
く
り
上
げ
る
の
に
、
ほ
と
ん
ど
そ
の
Ｉ

　
生
を
費
や
し
て
い
る
の
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
県
下
に
は
い
ま
一
つ
、
福
沢
的
実
業
、
実
学
と
「
文
章
趣
味
の
啓
発
」

　
の
両
立
を
理
想
と
す
る
人
々
が
い
た
。

11



　
明
治
四
十
五
年
二
九
コ
ー
）
に
東
山
香
村
（
山
香
町
）
で
創
刊
さ
れ

た
雑
誌
『
趣
味
』
（
山
香
趣
味
の
公
刊
、
編
集
発
行
人
安
部
政
雄
）
、
大
正

二
年
（
一
九
二
言
、
大
分
市
に
つ
く
ら
れ
た
文
芸
同
行
公
の
『
趣
味
』

　
（
編
集
発
行
人
佐
藤
辰
水
、
雑
誌
名
は
の
ち
『
新
大
分
』
と
改
称
）
に

結
集
し
た
人
々
で
あ
る
。
雑
誌
名
そ
の
も
の
が
、
こ
の
人
々
の
立
場
を

示
し
て
い
る
。

　
山
香
の
趣
味
の
会
の
『
趣
味
』
は
、
そ
の
目
的
、
本
領
を
「
実
益
知

識
の
振
興
と
田
園
思
想
の
鼓
吹
と
文
章
趣
味
の
啓
発
」
に
求
め
た
。
つ

ま
り
「
平
面
に
実
益
増
進
、
他
面
に
趣
味
品
性
の
調
和
」
を
理
想
と
し

た
。
大
分
の
『
趣
味
』
は
、
や
や
都
市
的
で
、
「
田
園
思
想
の
鼓
吹
」
は

な
く
、
「
高
尚
優
美
な
る
趣
味
の
向
上
、
人
格
の
修
養
に
努
め
、
人
情
の

融
和
統
一
を
図
る
に
努
力
す
る
」
を
目
的
と
し
た
。
山
香
の
『
趣
味
』

が
農
業
・
農
村
問
題
を
中
心
と
す
る
論
説
、
実
用
、
実
益
の
記
事
、
文

芸
の
三
分
野
の
欄
を
設
け
て
い
る
の
は
、
こ
の
雑
誌
の
実
業
、
実
益
と

文
学
と
を
折
衷
さ
せ
よ
う
と
い
う
姿
勢
を
示
す
も
の
で
あ
る
。

　
文
学
の
問
題
と
し
て
い
え
ば
、
こ
の
二
つ
の
『
趣
味
』
は
新
旧
歌
人
、

俳
人
の
共
存
、
新
旧
ジ
ャ
ン
ル
の
重
層
、
共
存
の
場
で
あ
っ
た
。
大
分

県
短
歌
革
新
の
先
駆
者
の
一
人
と
い
わ
れ
る
平
島
与
志
美
が
双
方
の
『

趣
味
』
に
作
品
を
発
表
し
、
一
方
、
山
香
の
『
趣
味
』
で
は
旧
派
和
歌

の
中
野
泰
行
が
選
者
と
な
り
、
大
分
で
は
俳
句
の
選
者
に
旧
派
の
俳
諧

師
九
世
静
香
一
鴎
、
宗
匠
上
田
鷹
二
が
い
る
と
い
う
具
合
で
あ
る
。
ま

た
、
漢
詩
と
自
由
詩
、
怪
談
、
川
柳
等
、
新
旧
ジ
ャ
ン
ル
が
共
存
、
混

在
し
て
い
る
。
実
態
は
今
後
さ
ら
に
明
ら
か
に
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
が
、

こ
の
二
つ
の
『
趣
味
』
に
、
新
旧
文
学
の
共
存
す
る
当
時
の
大
分
県
文

芸
界
の
実
相
が
現
わ
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
以
後
に
創
刊
さ
れ
た
総

合
文
芸
詰
に
も
し
ば
し
ば
見
ら
れ
る
傾
向
の
よ
う
で
あ
る
。

　
　
　
　
四

　
大
分
県
下
で
の
文
字
上
の
近
代
は
、
明
治
三
十
年
代
半
ば
、
筑
常
久

嶺
（
一
ハ
ハ
ー
ー
一
九
〇
四
久
住
町
出
身
）
や
平
島
与
志
美
（
？
－

一
九
一
五
日
出
町
出
身
）
の
活
躍
期
に
は
じ
ま
る
と
さ
れ
て
い
る
。
与

謝
野
晶
子
が
『
み
だ
れ
髪
』
に
よ
っ
て
自
由
、
大
胆
に
恋
愛
を
う
た
い

上
げ
、
島
崎
藤
村
が

　
遂
に
、
新
し
き
詩
歌
の
時
は
来
り
ぬ
（
中
略
）
新
し
き
う
た
び
と
の

群
の
多
く
は
、
た
だ
穆
実
な
青
年
な
り
き
。
そ

群
の
多
く
は
、
た
だ
穆
実
な
青
年
な
り
き
。
そ
の
芸
術
は
幼
稚
な
り

き
、
不
完
全
な
り
き
、
さ
れ
ど
偽
り
も
な
か
り
き
。

と
う
た
い
あ
げ
た
時
代
で
あ
る
。

　
　
「
新
し
き
う
た
び
と
」
で
あ
る
筑
紫
も
平
島
も
「
穆
実
な
る
青
年
」

で
あ
っ
た
。
筑
紫
は
県
立
大
分
中
学
、
竹
田
中
学
中
退
者
で
あ
り
、
平

島
も
県
立
農
学
校
中
道
者
で
あ
る
と
い
う
。
彼
ら
を
先
駆
と
し
て
、
そ

れ
に
続
く
大
正
、
昭
和
初
期
に
か
け
て
の
大
分
県
下
の
新
し
い
文
学
的

階
層
は
、
中
学
校
、
高
等
女
学
校
、
師
範
学
校
、
農
学
校
卒
業
生
、
中

退
者
を
主
力
と
し
て
形
成
さ
れ
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
。
職
業
で
い
え

ば
、
家
業
の
農
・
商
業
を
継
ぐ
も
の
、
新
聞
記
者
、
教
師
、
鉄
道
貝
、

印
刷
工
、
看
護
婦
、
電
話
交
換
手
等
々
多
様
で
あ
っ
た
。

　
彼
ら
を
新
し
い
文
学
の
担
い
手
と
し
た
の
は
自
我
の
目
覚
め
で
あ
っ

た
。
彼
ら
は
家
族
制
度
下
の
「
家
」
、
親
に
反
逆
し
、
あ
え
て
自
我
を
貫

ぬ
こ
う
と
し
た
。
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筑
紫
に
は

　
我
筆
を
析
り
て
父
君
の
た
ま
は
く
こ
れ
ぞ
子
の
幸
わ
れ
の
幸
な
り

の
歌
が
あ
る
。
実
業
の
世
界
の
父
に
は
子
が
筆
を
析
る
こ
と
が
父
と
子

の
た
め
に
「
幸
」
と
思
え
た
。
彼
は
大
分
中
学
三
年
当
時
に
校
長
排

斥
の
ス
ト
ラ
イ
キ
を
起
し
た
り
Ｉ
ダ
ー
の
一
人
と
し
て
停
学
処
分
を

う
け
、
そ
れ
を
機
に
、
明
治
三
十
二
年
上
京
、
東
京
の
中
学
に
転
校
し

た
が
、
製
糸
工
場
経
営
者
の
父
は
、
文
学
を
や
め
ね
ば
仕
送
り
を
断
つ

と
嚇
し
た
と
い
う
。
し
か
し
彼
は
学
資
を
こ
と
わ
っ
て
、
東
京
で
も
『
明

星
』
、
『
新
声
』
な
ど
に
投
稿
し
て
い
た
ら
し
い
。
『
中
学
世
界
』
に
短
編
小

説
が
八
選
し
た
こ
と
も
あ
る
よ
う
で
あ
る
。
や
が
て
病
を
得
て
帰
郷
し

た
。
こ
の
歌
は
そ
の
こ
ろ
の
こ
と
か
と
推
測
さ
れ
る
。

　
大
正
け
じ
め
、
大
阪
で
服
部
嘉
香
の
『
現
代
詩
文
』
に
参
加
、
の
ち

帰
郷
し
て
小
学
校
教
員
を
し
な
が
ら
、
『
豊
州
新
報
』
誌
上
等
で
活
躍
し

た
岩
田
露
草
（
一
八
九
四
－
？
野
津
町
出
身
）
に
は

　
故
埓
の
子
と
罵
ら
れ
あ
る
時
は
線
路
に
立
ち
し
こ
と
も
あ
り
け
り

が
あ
る
。
ま
た
、
与
謝
野
晶
子
風
の
情
熱
的
歌
を
作
っ
た
女
流
歌
人
三

苫
ひ
さ
か
（
一
八
九
六
－
？
久
住
町
出
身
）
に
は

　
父
母
よ
こ
の
娘
は
遂
に
逆
き
た
り
二
十
四
年
の
恩
愛
を
す
て

の
歌
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
江
口
章
子
二
八
八
八
－
一
九
四
四
香

々
地
町
出
身
）
は
、
生
前
故
郷
に
入
ら
れ
な
か
っ
た
人
で
あ
る
。

　
　
　
　
五

　
新
し
い
歌
人
た
ち
は
宗
匠
で
な
く
同
人
語
中
心
に
結
集
し
た
。
そ
の

こ
と
だ
け
で
旧
派
和
歌
、
俳
諧
の
人
々
を
お
び
や
か
す
存
在
で
あ
っ
た
。

　
ま
た
伝
統
的
作
風
に
よ
ら
な
か
っ
た
。

　
　
大
正
七
年
四
月
七
日
の
『
大
分
新
聞
』
「
文
苑
」
欄
に

　
　
歌
枕
知
ら
ぬ
県
下
の
歌
人
が
雑
誌
な
ど
出
し
て
春
深
み
ゆ
く

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
美
千
彦

　
と
い
う
歌
が
み
ら
れ
る
。
こ
れ
が
旧
派
和
歌
の
人
の
、
「
歌
枕
も
知
ら
ぬ
」

　
新
し
い
歌
つ
く
り
た
ち
に
対
す
る
嘆
息
の
歌
か
、
あ
る
い
は
新
し
い
歌

　
人
の
、
伝
統
的
歌
学
に
つ
い
て
の
自
ら
の
無
知
を
自
嘲
す
る
歌
か
わ
か

　
り
か
ね
る
が
、
旧
派
和
歌
の
人
か
ら
す
れ
ば
「
歌
枕
も
知
ら
ぬ
」
若
い

　
歌
人
の
同
人
誌
づ
く
り
は
驚
く
べ
き
こ
と
で
あ
っ
た
に
ち
が
い
な
い
。

　
　
新
し
い
歌
人
た
ち
は
新
し
い
生
き
方
を
求
め
た
。
そ
れ
は
同
時
に
新

　
し
い
歌
を
求
め
る
こ
と
で
も
あ
っ
た
。
前
述
の
二
つ
の
『
趣
味
』
が
、

　
文
学
を
「
趣
味
」
と
し
て
、
実
業
・
実
益
と
調
和
さ
せ
よ
う
と
し
た
の

　
に
対
し
て
、
新
し
い
歌
人
た
ち
は
そ
れ
を
調
和
さ
せ
よ
う
と
し
な
か
っ

　
た
。
む
し
ろ
そ
の
対
立
の
中
で
、
対
立
を
バ
ネ
と
し
て
作
歌
し
た
と
い

　
っ
て
よ
い
。

　
　
そ
れ
を
自
覚
的
に
行
っ
た
の
は
『
中
津
新
聞
』
の
記
者
で
、
大
正
四

　
年
（
一
九
一
五
）
歌
話
『
ニ
ュ
士
フ
イ
フ
』
を
刊
行
し
た
秋
満
潮
川
（

　
一
八
九
〇
－
？
中
津
市
出
身
）
や
同
じ
く
中
津
の
『
一
一
豊
新
聞
』
記
者

’
で
生
活
の
歌
を
提
唱
し
た
合
羅
哀
愁
（
中
津
市
出
身
）
で
あ
る
。
秋
満

　
が
自
ら
の
雑
誌
を
『
ニ
ュ
ー
ラ
イ
フ
』
と
名
づ
け
た
と
こ
ろ
に
彼
の
姿

　
勢
が
う
か
が
え
る
。

　
　
秋
満
は
神
職
の
子
で
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
新
聞
記
者
と
な
っ
た

　
自
ら
の
生
き
方
と
歌
の
関
係
を
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
　
自
分
は
神
職
の
児
で
あ
る
の
に
何
故
新
聞
記
者
と
な
っ
た
の
で
あ
ら
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う
か
？
親
は
自
分
を
神
域
に
な
さ
う
と
思
っ
て
旧
式
な
型
に
は
め
て

　
教
育
も
し
、
又
教
育
も
さ
れ
た
の
で
あ
る
の
に
、
何
故
？
新
芸
術
に

　
生
き
る
自
分
と
な
っ
た
の
だ
ら
う
か
？
（
中
略
）
幼
け
な
い
時
か
ら

　
ー
今
も
だ
が
Ｉ
神
職
の
児
は
神
職
ら
し
く
、
旧
い
書
籍
を
読
め
ば
よ

　
い
、
旧
い
歌
を
作
れ
ば
よ
い
、
旧
道
徳
の
範
囲
か
ら
一
歩
も
踏
み
出

　
さ
ぬ
が
よ
い
と
、
親
か
ら
云
は
れ
た
言
葉
に
対
し
て
身
の
毛
も
よ
だ
‘

　
つ
よ
う
に
恐
し
い
思
い
が
す
る
の
で
あ
る
。
だ
が
そ
れ
は
暫
し
の
間

　
だ
。
そ
う
な
っ
た
の
は
真
に
自
分
は
自
己
に
生
き
た
の
て
あ
る
。
個

　
性
に
生
き
た
の
で
あ
る
。
そ
う
し
な
け
れ
ば
自
分
は
精
神
的
に
死
ん

　
で
い
て
い
る
で
あ
ろ
う
。

　
合
羅
哀
愁
は
作
歌
の
側
面
か
ら
新
し
い
生
活
に
迫
る
論
を
展
開
し
て

い
る
。
彼
は
旧
派
和
歌
の
人
々
が
、
「
露
は
は
か
な
く
、
命
は
も
ろ
い
も

の
と
あ
き
ら
め
」
、
末
句
に
「
け
り
」
や
「
か
な
」
を
つ
け
ね
ば
歌
で
な

い
と
思
い
込
ん
で
い
る
と
論
難
し
、
さ
ら
に
次
の
よ
う
に
自
分
の
立
場

を
の
べ
て
い
る
。

　
我
等
は
、
其
の
旧
派
の
人
々
の
様
に
決
し
て
定
め
ら
れ
た
辞
句
や
用

　
語
を
型
の
如
く
尊
重
し
て
、
そ
し
て
三
十
一
文
字
と
言
ふ
形
式
か
ら

　
一
歩
も
踏
み
出
さ
な
い
と
言
よ
制
約
や
法
則
に
依
っ
て
何
の
感
動
も

　
な
い
の
に
歌
を
こ
し
ら
え
る
の
で
は
な
い
。
我
等
は
本
当
の
人
間
の

　
い
の
ち
を
歌
う
の
だ
。
と
い
ふ
の
は
有
の
優
に
痛
切
に
、
真
実
に
、

　
至
純
に
自
己
の
生
活
を
歌
い
出
す
の
だ
。

　
当
時
県
下
に
は
多
く
の
小
新
聞
が
発
行
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
紙
面
が

若
い
文
学
の
狙
い
手
た
ち
に
発
表
の
場
を
与
え
、
育
て
て
い
る
。
合
羅

哀
愁
が
記
者
を
し
て
い
た
『
二
豊
新
聞
』
、
秋
満
浦
川
が
記
者
を
し
て
い

た
『
中
津
新
聞
』
は
そ
の
光
栄
を
ま
ず
担
う
だ
ろ
う
。
彼
ら
は
歌
人
と

し
て
、
県
下
で
は
じ
め
て
の
新
し
い
文
学
集
団
を
作
り
、
同
人
詰
『
渓

流
』
を
刊
行
し
た
松
田
晩
歌
二
八
九
三
―
一
九
七
三
耶
馬
渓
町
出
身
）

や
、
生
活
、
労
働
を
う
た
っ
た
川
原
田
重
治
（
中
津
市
出
身
）
、
県
下
最

初
の
女
流
歌
人
と
い
わ
れ
る
尾
家
歌
子
二
八
九
六
丿
一
九
一
七
三
光

村
出
身
、
の
ち
晩
歌
と
結
婚
、
松
田
歌
子
と
な
る
。
ペ
ン
ネ
ー
ム
紅
花
）

等
々
多
彩
な
才
能
を
引
き
出
し
た
。
ま
た
平
島
与
志
美
は
『
大
分
日
日

新
聞
』
の
選
者
と
し
て
、
大
分
市
の
新
し
い
文
学
の
担
い
手
を
育
て
た
、

１２３４５
６

注中
野
重
治
〈
ノ
ー
ト
短
歌
写
生
の
説
〉
つ
斎
藤
茂
吉
ノ
ー
ト
」

　
『
中
野
重
治
全
集
』
第
九
巻
収
。

福
沢
諭
吉
『
学
問
の
す
こ
ご
（
岩
波
文
庫
）

　
『
大
分
新
聞
』
大
正
十
年
九
月
二
十
九
日
号
。

狭
間
久
『
大
分
県
文
化
百
年
史
』
。

　
『
藤
村
詩
集
』
「
自
序
」
。

注
４
に
よ
る
。

７
　
秋
満
湘
川
『
ニ
ュ
ー
ラ
イ
フ
』
創
刊
号
。

８
　
合
羅
哀
愁
『
街
路
』
大
正
五
年
七
月
号
。

　
本
橋
は
『
大
分
県
史
』
近
代
篇
ｍ
に
書
い
た
「
県
下
の
文
学
状
況
と

在
京
作
家
」
を
も
と
に
、
多
少
書
き
改
め
た
も
の
で
あ
る
。

　
大
分
県
に
お
け
る
近
・
現
代
の
文
学
活
動
に
つ
い
て
は
狭
間
久
『
大

分
県
文
化
百
年
史
』
（
大
分
合
同
新
聞
社
　
昭
和
四
十
四
年
刊
）
が
あ
り
、
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短
歌
を
中
心
と
し
た
山
江
久
『
大
分
県
歌
壇
詰
』
（
大
分
県
歌
人
ク
ラ
ブ

昭
和
五
三
年
刊
）
が
あ
る
。
本
橋
も
こ
の
二
著
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
き

い
。
原
資
料
は
『
葉
山
耕
三
郎
文
庫
』
蔵
に
よ
っ
た
が
、
な
お
不
充
分

で
あ
る
。
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