
「
『
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
Ｉ古

　
　
庄

　
　
　
　
］
‥

　
Ｔ
几
○
○
年
代
初
頭
、
つ
ま
り
明
治
三
十
年
代
半
ば
に
、
先
駆
的
活

動
の
は
じ
ま
っ
た
大
分
県
下
に
お
け
る
新
し
い
文
学
活
動
は
、
実
学
主

義
の
批
判
と
と
も
に
、
旧
派
文
学
の
根
強
い
抵
抗
を
受
け
ね
ば
な
ら
な

か
っ
た
。

　
本
誌
前
号
所
収
拙
稿
で
述
べ
た
よ
う
に
、
一
九
〇
〇
年
代
か
ら
二
〇

年
代
初
に
か
け
て
大
分
師
範
学
校
長
と
し
て
こ
の
地
に
あ
り
、
同
時
に

県
下
俳
句
界
の
り
Ｉ
ダ
ー
で
も
あ
っ
た
峯
青
嵐
は
、
県
下
の
俳
句
を
、

　
「
風
呂
屋
文
学
」
・
「
床
屋
文
学
」
と
批
難
し
、
「
吊
習
を
打
破
し
て
、
大
分

県
下
の
文
芸
上
に
於
て
一
新
生
面
を
開
き
た
い
」
と
の
べ
、
ま
た
、
鹿

島
青
波
、
の
ち
の
葉
山
耕
三
郎
は
、
旧
来
の
文
学
を
「
通
俗
文
学
」
と

よ
び
、
こ
れ
を
打
破
す
る
「
新
興
文
学
の
樹
立
」
を
つ
よ
く
提
唱
し
た
。

彼
は
、
彼
ら
の
前
に
立
ち
ふ
さ
が
る
「
通
俗
文
学
」
が
い
か
に
根
づ
よ

く
、
自
分
た
ち
の
「
新
興
文
学
」
の
圧
迫
が
よ
わ
ま
る
と
、
す
ぐ
に
息

を
ふ
き
か
え
す
も
の
で
あ
る
か
を
知
っ
て
お
り
、
そ
れ
だ
け
に
、
そ
れ

ゆ
　
き
　
子

と
の
対
決
を
必
至
と
考
え
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
彼
ら
は
そ
の

　
「
敵
」
の
正
体
を
正
確
に
は
把
握
し
て
い
な
か
っ
た
。
彼
ら
が
そ
れ
を

憎
み
、
そ
の
打
破
を
急
務
と
し
た
か
ら
で
あ
る
。
鹿
島
の
い
う
「
通
俗

文
学
」
は
、
ま
ぎ
れ
も
な
く
、
日
本
の
近
代
化
の
踏
み
台
、
影
の
部
分

の
役
割
り
を
担
わ
さ
れ
て
、
取
り
残
さ
れ
た
地
方
、
農
村
社
会
の
中
に

生
き
た
人
々
の
表
現
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
鹿
島
が
恐
れ
、
憎
ん
だ
以
上

に
な
お
、
た
し
な
み
、
楽
し
み
と
し
て
活
力
を
持
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
　
こ
の
人
々
が
ど
ん
な
雰
囲
気
の
中
で
、
あ
そ
び
と
し
て
の
、
ま
た
楽

し
み
と
し
て
の
作
品
を
作
っ
て
い
た
か
を
う
か
が
う
に
た
る
次
の
よ
う

’
な
記
述
が
あ
る
。

　
　
臼
杵
新
聞
の
編
集
長
を
中
心
と
す
る
も
の
に
、
雑
俳
会
と
い
ふ
も

　
　
の
が
あ
っ
た
。
選
者
そ
の
人
の
思
想
が
、
ち
っ
と
も
伸
び
の
き
か
ぬ

　
　
も
の
で
あ
る
か
ら
、
無
論
芸
術
的
価
値
は
甚
だ
低
い
も
の
で
は
あ
っ

　
　
た
が
、
極
く
低
級
な
冠
沓
付
の
狂
句
と
し
て
は
、
か
な
り
の
命
脈
は

　
　
あ
っ
た
。
殆
ど
毎
月
の
や
う
に
神
社
の
奉
燈
句
の
持
寄
り
が
あ
り
、

ｎ



　
年
に
二
回
は
、
大
会
ま
で
も
催
さ
れ
、
彼
（
こ
の
文
の
筆
者
）
も
其
の

　
頃
陣
笠
と
か
号
し
て
其
の
一
員
で
あ
っ
た
が
、
此
れ
は
選
者
が
左
党

　
で
あ
っ
た
為
め
、
時
々
酒
の
入
る
事
も
あ
り
、
殊
に
会
員
の
亀
渕
や

　
一
骨
な
ど
は
其
の
方
の
豪
の
者
で
、
は
て
は
町
の
芸
者
星
に
さ
へ
誘

　
は
れ
、
美
し
い
芸
者
の
枠
な
小
唄
や
艶
な
手
踊
り
な
ど
も
見
せ
つ
け

　
ら
る
る
事
は
、
決
し
て
嫌
な
事
で
は
な
か
っ
た
。

　
こ
れ
は
大
正
十
一
年
二
月
号
の
『
二
豊
及
二
豊
人
』
に
掲
載
さ
れ
て

い
る
゛
丘
の
≒
か
家
＝
県
人
某
氏
の
自
叙
伝
」
の
中
の
一
節
で
あ
る
。

作
者
は
「
無
名
氏
」
と
名
の
り
、
さ
だ
か
で
な
い
が
、
作
中
の
記
述
に

よ
る
と
、
臼
杵
市
浜
小
学
校
卒
業
後
、
士
族
で
憲
政
派
の
片
岡
清
松
ら

に
よ
っ
て
作
ら
れ
て
い
た
「
臼
杵
新
聞
」
に
職
工
と
し
て
入
り
、
後
、

一
時
期
記
者
を
し
て
い
た
。
前
記
は
そ
の
こ
ろ
の
回
想
で
あ
る
。

　
こ
う
し
た
た
し
な
み
や
楽
し
み
と
し
て
の
作
歌
、
作
句
は
大
正
期
に

い
た
っ
て
も
続
い
て
い
た
。
例
え
ば
一
九
一
八
年
（
大
正
七
）
の
あ
る

月
の
「
大
分
新
聞
」
の
「
文
苑
」
欄
を
と
っ
て
み
る
と
、
四
山
吟
社
の

漢
詩
、
葛
城
吟
社
例
会
漢
詩
、
東
月
斉
春
被
門
下
麻
生
渓
鬼
笑
会
連
衆

に
よ
る
連
句
一
巻
、
宗
匠
鷹
居
選
大
分
甲
辰
会
発
句
、
宗
匠
一
鴎
選
発

句
、
宗
匠
春
夏
庵
選
発
句
、
大
阪
在
住
の
宗
匠
山
蔭
に
選
を
乞
う
た
玉

米
水
声
会
発
句
、
露
花
選
新
作
ど
ど
い
つ
、
半
僧
坊
選
新
調
理
論
等
々

を
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
は
氷
山
の
一
角
で
、
こ
う
し
た
宗
匠
中

心
の
集
ま
り
が
広
く
、
深
く
存
在
し
、
そ
の
中
で
保
守
的
人
間
関
係
と

と
も
に
階
賜
で
地
域
割
拠
の
上
に
な
る
保
守
的
美
的
趣
味
、
教
養
が
再

生
産
・
保
持
さ
れ
続
け
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
�

　
し
か
し
、
こ
れ
ら
に
は
、
時
と
し
て
新
し
い
文
学
を
志
向
す
る
青
年

た
ち
の
「
新
興
文
学
」
に
は
見
ら
れ
な
い
時
代
を
風
刺
す
る
作
品
が
み

ら
れ
る
。
特
に
、
「
新
作
ど
ど
い
つ
」
に
多
い
。

　
親
父
水
呑
み
、
子
は
帷
髭
、
孫
は
借
り
着
で
女
学
校

　
髭
は
な
け
れ
ど
洋
服
も
着
ね
ど
、
會
に
や
俵
も
粟
も
あ
る

　
米
の
噂
に
夫
姉
が
痩
せ
て
、
秋
を
散
り
ゆ
く
柿
紅
葉

　
今
の
世
界
は
金
さ
え
あ
れ
ば
、
馬
鹿
も
坐
れ
る
床
柱

　
い
ず
れ
も
一
九
一
八
年
（
大
正
七
）
の
「
大
分
新
聞
」
「
文
苑
」
欄
の

も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
そ
こ
に
は
麻
生
渓
鬼
笑
会
の
連
句

　
米
穀
の
調
節
令
の
効
も
な
し
　
　
月
波

　
　
四
十
議
会
も
先
無
事
に
済
む
　
　
岳
邸

の
付
合
も
み
ら
れ
る
。

　
一
九
一
八
年
は
第
一
次
大
戦
の
終
結
、
続
く
シ
ベ
リ
ア
出
兵
、
米
騒

動
と
日
本
中
が
激
動
し
た
年
で
あ
る
。
大
分
連
隊
が
シ
ベ
リ
ア
出
兵
に

動
員
さ
れ
る
唯
中
、
県
下
で
も
米
騒
動
が
頻
発
し
、
各
地
に
小
作
争
議

が
お
こ
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
一
方
で
は
戦
後
の
好
況
に
よ
っ
て
「
成

金
」
が
生
ま
れ
、
「
金
さ
え
あ
れ
ば
」
の
社
会
と
も
な
っ
て
い
た
。
「
親
父

水
呑
み
」
の
句
に
は
「
こ
れ
ま
さ
に
亡
国
の
兆
」
の
選
者
評
が
つ
い
て

い
る
。
こ
の
作
者
は
「
水
呑
み
百
姓
」
と
い
わ
れ
た
貧
農
の
父
親
が
苦

労
し
て
息
子
を
脩
髭
、
つ
ま
り
役
人
に
仕
立
て
あ
げ
、
そ
の
孫
娘
が
今

や
借
着
に
し
て
も
女
学
生
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
一
族
三
世
代
に
わ
た

る
社
会
的
階
層
の
激
変
上
昇
を
、
ま
こ
と
に
痛
烈
に
鄙
振
し
て
い
る
。

そ
れ
は
「
今
の
世
界
は
金
さ
え
あ
れ
ば
」
の
句
も
同
様
で
あ
る
。
「
髭
も
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な
け
れ
ど
洋
服
も
着
ね
ど
」
の
作
者
は
髭
と
洋
服
に
シ
ン
ボ
ラ
イ
ズ
さ

れ
る
役
人
を
冷
笑
す
る
。
選
者
露
花
は
こ
の
句
を
「
痛
烈
骨
を
刺
す
。

こ
れ
吾
党
の
本
領
」
と
評
し
て
い
て
、
露
花
の
志
向
す
る
方
向
も
明
ら

か
に
な
る
が
、
こ
れ
ら
の
作
者
や
選
者
露
花
の
風
刺
が
、
あ
る
高
み
か
ら

成
り
上
り
者
へ
、
髭
と
洋
服
の
役
人
に
対
し
て
「
俵
も
粟
も
あ
る
」
會

の
所
有
者
の
立
場
か
ら
発
し
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
に
、
必
ず
し
も
「
痛

烈
骨
を
刺
す
」
と
は
い
え
な
い
風
刺
の
弱
さ
を
感
じ
さ
せ
る
。
し
か

し
、
現
状
へ
の
批
判
を
形
象
化
し
て
い
る
点
で
、
新
し
い
文
学
の
担
い

手
を
も
っ
て
任
じ
た
青
年
た
ち
の
作
品
の
及
ば
な
い
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。

　
　
　
　
�

　
　
「
新
作
ど
ど
い
つ
」
に
は
い
ま
一
つ
「
米
の
噂
に
夫
婦
が
痩
せ
て
」

の
よ
う
な
短
歌
的
抒
情
に
近
い
も
の
が
あ
る
。
そ
も
そ
も
「
新
作
ど
ど

い
つ
」
と
し
て
「
大
分
新
聞
」
や
「
豊
州
新
報
」
が
と
り
あ
げ
た
の
は
、

江
戸
時
代
以
来
の
都
市
俗
謡
と
し
て
の
「
ど
ど
い
つ
」
で
は
な
く
、
ど

ど
い
つ
、
端
歌
、
民
謡
・
盆
踊
歌
等
の
混
淆
し
て
生
ま
れ
た
と
い
う
よ

う
な
も
の
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
　
一
九
六
〇
年
代
ま
で
、
大
分
県
は
農
村
・
農
民
・
漁
民
を
主
た
る
住

民
と
す
る
農
漁
村
県
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
そ
の
生
活
の
中
か
ら
生
み
出

さ
れ
た
民
謡
・
民
話
の
宝
庫
で
も
あ
っ
た
。
例
え
ば
大
野
・
玖
珠
・
日

田
・
直
入
等
の
各
地
で
う
た
わ
れ
て
い
る
酒
宴
の
席
の
歌
「
よ
い
や
な

節
」
、
緒
方
平
野
・
朽
綱
盆
地
の
「
は
ん
ぶ
し
」
（
田
植
歌
）
、
県
北
、
下
毛

郡
の
山
行
き
小
歌
、
県
南
の
子
守
歌
、
そ
れ
に
江
戸
時
代
天
領
だ
っ
た

日
田
に
は
都
市
的
な
端
歌
風
の
「
コ
ツ
コ
ツ
節
」
や
江
戸
小
唄
の
替
歌

と
い
わ
れ
る
「
日
田
節
」
も
あ
る
。

　
第
一
次
大
戦
後
の
重
工
業
の
発
展
に
と
も
な
っ
て
農
村
か
ら
都
市
へ

と
、
農
民
が
労
働
者
と
な
っ
て
流
出
し
て
い
く
よ
う
に
な
っ
て
、
農
村

も
大
き
く
変
貌
し
は
じ
め
る
。
と
は
い
え
村
社
会
で
は
ま
だ
生
活
に
必

要
不
可
欠
な
も
の
と
し
て
盆
踊
唄
や
田
植
歌
・
山
歌
・
舟
う
た
・
子
も

り
歌
が
う
た
わ
れ
、
婚
礼
に
は
祝
歌
が
つ
き
も
の
で
あ
っ
た
。
一
九
三

〇
年
代
で
も
農
山
村
で
は
新
年
の
予
祝
に
門
付
が
来
て
万
歳
唄
を
う
た

い
、
大
黒
舞
や
猿
ま
ね
し
も
き
た
。
替
女
も
や
っ
て
き
て
物
悲
し
い
口

説
き
を
語
っ
て
い
た
。
し
ば
し
ば
芝
居
も
興
業
さ
れ
、
秋
に
は
村
祭
り

も
行
わ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

　
こ
う
し
た
中
で
育
ち
、
生
き
た
者
は
、
大
な
り
小
な
り
そ
の
感
性
の

根
源
を
歌
謡
的
な
も
の
に
持
つ
だ
ろ
う
。
と
り
わ
け
民
謡
的
発
想
・
表

現
は
も
っ
と
も
身
近
か
な
も
の
と
し
て
あ
っ
た
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
。

　
新
聞
が
「
新
作
ど
ど
い
つ
」
欄
に
漢
詩
・
俳
句
（
発
句
）
・
短
歌
（
歌
）

等
と
同
等
の
ス
ペ
ー
ス
を
与
え
て
い
る
の
は
、
ど
ど
い
つ
作
者
が
多
い

こ
と
を
知
っ
て
の
こ
と
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。

　
　
　
　
囚

　
　
「
新
興
文
学
」
を
目
指
す
青
年
た
ち
を
取
巻
く
文
学
的
状
況
は
こ
の

よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。
彼
ら
は
こ
の
「
敵
」
と
向
い
合
う
と
い
う
よ

り
も
、
そ
れ
と
の
共
存
、
混
在
の
中
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
前
述
「
丘
の
二
借
家
」
の
著
者
「
無
名
氏
」
は
臼
杵
の
精
神
的
風
土

を
「
慟
け
る
も
の
は
一
銭
で
も
金
儲
け
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
」
と
す
る
と
こ

ろ
だ
と
い
う
が
、
そ
れ
は
何
も
臼
杵
だ
け
の
こ
と
で
は
な
い
。
大
正
中
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期
の
「
大
分
新
聞
」
が
「
文
苑
」
欄
に
与
え
て
い
る
の
は
た
か
だ
か
一

段
二
十
行
か
ら
せ
い
ぜ
い
六
・
七
十
行
ぐ
ら
い
で
あ
る
。
こ
れ
が
実
益

に
役
立
た
な
い
文
学
欄
の
遇
さ
れ
方
な
の
で
あ
る
。
新
聞
社
か
ら
す
れ

ば
道
楽
、
息
抜
き
、
た
し
な
み
の
場
で
あ
っ
た
ろ
う
。
（
「
学
芸
」
欄
と
し

て
大
き
く
ス
ペ
ー
ス
を
と
り
は
じ
め
る
の
は
昭
和
に
入
っ
て
か
ら
で
あ

る
。
）
そ
の
中
に
漢
詩
に
交
っ
て
大
杉
栄
と
も
関
係
を
も
っ
て
い
る
と
い

う
人
々
の
「
平
民
詩
」
が
の
り
、
ど
ど
い
つ
の
隣
に
新
し
い
文
字
の
旗

平
鹿
高
貴
波
の
歌
が
並
ん
で
い
る
と
い
う
具
合
で
あ
る
。
新
し
い
文
学

を
目
指
し
た
彼
ら
が
、
従
来
の
文
学
を
「
風
呂
屋
文
学
」
≒
床
屋
文
学
」

・
「
通
俗
文
学
」
と
卑
し
め
な
が
ら
、
俳
句
や
短
歌
の
枠
を
破
る
こ
と
な

く
、
同
一
基
盤
の
中
で
争
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
が
実
情
で
あ

　
彼
ら
は
共
通
し
て
「
自
己
に
生
き
る
こ
と
」
、
「
個
性
に
生
き
る
こ
と
」

を
目
指
し
た
。
そ
れ
は
文
学
を
自
分
の
生
き
方
と
分
ち
が
た
く
結
び
つ

け
る
こ
と
、
自
分
の
表
現
を
つ
く
り
だ
す
こ
と
で
も
あ
っ
た
。
そ
し
て

そ
れ
が
彼
ら
と
「
通
俗
文
学
」
を
分
け
る
決
定
的
な
点
で
あ
っ
た
。

　
彼
ら
は

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

と
投
杏
子
に
ひ
や
か
さ
れ
る
人
々
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
彼
ら
は
歌
枕

の
代
わ
り
に
現
代
の
歌
人
・
俳
人
・
詩
人
・
小
説
家
に
さ
え
学
び
、
歌

論
・
俳
論
・
文
学
論
を
持
と
う
と
し
た
。
ま
た
、
宗
匠
を
い
た
だ
か
ず

自
ら
の
主
張
を
も
つ
同
人
誌
に
よ
っ
て
立
っ
た
の
で
あ
る
。

　
し
か
も
な
お
彼
ら
の
多
く
は
短
歌
・
俳
句
の
枠
を
破
れ
な
か
っ
た
。

た
だ
短
歌
・
俳
句
の
形
式
を
極
限
ま
で
破
壊
し
、
内
容
を
拡
大
す
る
方

に
向
か
っ
た
人
々
が
い
る
。

　
例
え
ば
大
正
米
に
俳
詩
『
鳥
』
（
の
も
「
と
り
し
を
刊
行
し
た
長
尾
？
・

鳥
と
そ
の
一
派
の
人
々
で
あ
る
。

　
長
尾
は

　
□
俳
句
が
一
つ
の
傾
向
に
堕
し
て
、
鋳
型
に
は
ま
る
こ
と
は
、
わ
れ

　
　
わ
れ
の
何
よ
り
戒
慎
せ
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
で
あ
っ
て
、
こ
の
邪

　
　
道
を
追
う
俳
句
の
鋳
工
が
多
く
な
れ
ば
な
る
ほ
ど
、
俳
句
は
必
然

　
　
的
に
堕
落
し
て
ゆ
く
ば
か
り
で
あ
る
。

　
□
即
ち
作
句
に
於
け
る
思
想
の
硬
化
、
表
現
の
固
定
は
、
俳
句
と
し

　
　
て
、
作
者
の
個
性
を
全
々
離
れ
た
生
命
な
き
鋳
物
た
ら
し
め
、
遂

　
　
に
俳
句
の
死
滅
を
招
来
す
る
反
逆
な
の
で
あ
る
。

　
□
わ
れ
く
は
赤
裸
な
独
自
の
生
命
を
永
遠
に
刻
む
個
性
純
化
の
詩

　
　
と
し
て
、
飽
く
ま
で
自
由
無
限
の
歩
道
を
進
み
、
俳
句
を
し
て
真

　
　
に
流
動
展
開
し
て
尽
き
ぬ
人
間
讃
仰
の
芸
術
た
ら
し
め
ね
ば
な
ら

　
　
な
い
。

　
　
　
（
『
鳥
』
第
一
巻
第
七
号
　
大
正
十
二
年
十
一
月
・
巻
頭
言
）

と
説
い
た
。
そ
の
作
品
は

○
山
霧
し
ん
し
ん
と
水
の
音
な
が
れ
い
づ
る

○
裸
木
ば
か
り
の
家
ま
わ
り
風
鳴
り
や
ま
ぬ

○
元
日
す
る
ど
い
風
の
枯
草
を
焚
か
う
と
す
る

○
一
月
一
日
の
ち
ま
た
を
泣
い
て
さ
ま
よ
う
男
で
あ
っ
た

と
い
う
ロ
語
自
由
律
の
も
の
で
あ
っ
た
。
彼
の
雑
誌
に
は
農
民
俳
人
の

佐
々
木
蔭
生
、
倉
田
素
直
な
ど
も
い
た
。
佐
々
木
は
村
の
家
の
貧
し
さ

を
繰
返
し
う
た
っ
た
。
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○
焚
火
へ
帰
へ
る
貧
苦
の
窓
の
小
さ
さ

○
と
ぽ
し
く
く
ら
す
も
の
に
鶴
鶴
地
に
啼
く

○
を
と
こ
は
声
な
く
培
ふ
野
菜
畑
が
暗
ら
い

○
無
職
者
の
太
い
手
だ
赤
椿
散
る
や

○
五
月
の
陽
の
お
び
た
だ
し
さ
桐
の
花
咲
く

　
倉
田
も
ま
た
村
の
く
ら
し
を
う
た
っ
た
が
、
そ
れ
は
く
ら
し
の
匂
い

と
で
も
い
う
も
の
を
つ
よ
く
た
だ
よ
わ
せ
て
い
る
。

○
田
打
ち
の
泥
足
袋
で
の
さ
く
や
っ
て
来
た

○
汚
れ
た
首
匂
は
し
て
窓
う
ち
の
く
ら
き
夏
め
き

○
働
き
痩
せ
し
秋
の
夜
の
ま
っ
く
ろ
い
畳

○
庭
く
さ
も
み
づ
る
た
く
ら
み
も
な
き
女
の
ふ
と
こ
ろ

○
男
が
あ
か
れ
て
秋
蚕
の
白
さ
つ
か
め
ぬ

　
農
民
や
農
村
を
外
か
ら
眺
め
て
詠
ず
る
と
い
う
の
で
は
な
く
、
農
民

自
身
が
自
ら
の
こ
と
ば
で
作
っ
た
句
で
あ
る
。
季
語
も
季
語
と
い
う
よ

り
く
ら
し
の
匂
い
と
し
て
あ
る
。
佐
々
木
の
「
五
月
の
陽
の
お
び
た
だ

し
さ
」
、
倉
田
の
「
の
さ
く
や
っ
て
来
た
」
や
「
秋
蚕
の
白
さ
つ
か
め

ぬ
」
は
、
と
り
わ
け
そ
う
し
た
こ
と
を
感
じ
さ
せ
る
表
現
で
あ
る
。

　
水
鳥
蔦
郎
は
も
っ
と
型
を
壊
し
な
が
ら
貧
を
う
た
っ
て
い
る
。
彼
は

季
語
は
も
ち
ろ
ん
、
季
節
感
さ
え
無
視
し
て
い
る
。

○
草
が
風
に
ふ
か
れ
て
ゐ
る
の
を
ご
ら
ん
草
も
風
も
あ
ん
な
に
ま
じ
め

　
　
だ

○
貧
乏
人
は
み
な
俺
の
兄
弟
だ
と
い
ふ
気
が
す
る

○
海
が
お
し
黙
っ
て
ゐ
て
妻
が
う
な
だ
れ
て
ゐ
て
私
が
黙
っ
て
泣
き
た

　
　
く
て
も
泣
け
な
い

　
○
ま
っ
黒
に
な
っ
て
働
い
て
ゐ
る
鮮
人
、
人
間
同
志
だ
握
手
し
て
や
ろ

　
　
　
か

　
　
家
庭
内
の
く
す
ぶ
り
、
不
和
を
う
た
っ
た
佐
藤
禾
黄
の
句
も
あ
る
。

　
○
青
梨
つ
か
み
そ
れ
程
の
逆
ひ
で
あ
る

　
○
焼
酎
の
一
本
が
そ
れ
程
に
う
れ
し
ゅ
う
て
老
い
て
ゆ
く
酒
や
け
の
父

　
　
　
か

　
○
裕
衣
の
借
着
の
ま
ま
家
出
し
た
二
男
三
男

　
○
短
銃
を
自
由
に
し
て
編
幅
に
囚
は
れ
て
ゐ
る

　
　
口
語
・
自
由
律
、
時
に
は
無
季
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
素
材
も
大

　
き
く
ひ
ろ
が
っ
て
い
る
の
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

　
　
こ
の
傾
向
は
同
時
に
短
歌
に
も
み
ら
れ
る
。

　
　
葉
山
耕
三
郎
を
理
論
・
実
作
上
の
柱
と
し
て
、
鹿
島
露
梢
に
よ
っ
て

　
一
九
三
一
年
に
創
刊
さ
れ
た
『
詩
歌
行
動
』
は
、
現
代
を
積
極
的
に
生

　
き
、
歌
う
「
近
代
主
義
短
歌
」
の
実
験
場
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
は
定
型

　
打
破
、
自
由
律
の
主
張
と
な
り
、
そ
の
こ
と
が
当
然
歌
材
を
拡
大
さ
せ
、

　
感
情
の
質
を
変
え
な
い
で
は
お
か
な
か
っ
た
。

　
　
　
『
詩
歌
行
動
』
刊
行
当
時
は
、
｝
九
二
九
年
か
ら
の
恐
慌
に
よ
っ
て
農

　
村
の
窮
乏
は
そ
の
極
に
達
し
て
お
り
、
そ
の
上
都
市
に
あ
ふ
れ
た
失
業

″
者
が
故
郷
を
め
ざ
し
て
帰
っ
て
く
る
時
代
で
あ
っ
た
。
当
時
の
調
査
に

　
よ
る
と
「
借
金
の
重
囲
に
陥
っ
て
破
産
状
態
に
あ
り
、
最
早
全
く
回
復

　
の
見
込
み
の
な
い
家
」
、
「
無
資
産
・
極
貧
・
朝
夕
の
食
事
に
も
こ
と
か
く

　
家
」
・
「
公
共
の
救
助
に
依
っ
て
辛
う
じ
て
暮
し
て
い
る
家
」
が
Ｉ
〇
戸
に

　
一
戸
あ
っ
た
と
い
う
。
（
『
大
分
県
史
近
代
篇
「
苦
悩
す
る
農
民
」
二
Ｉ
七

　
頁
）
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そ
こ
へ
失
業
し
て
都
市
か
ら
帰
っ
て
く
る
人
々
が
加
わ
る
の
で
あ
る
。

　
「
大
分
新
聞
」
昭
和
六
年
三
月
一
日
号
は
「
何
処
へ
行
っ
た
か
県
下
四

〇
〇
〇
の
失
業
者
－
大
部
分
は
帰
農
し
た
ら
し
い
農
村
は
二
重
の
負

担
」
と
、
農
村
の
苦
悩
を
伝
え
て
い
る
。
県
下
の
市
町
村
役
場
職
員
、

小
学
校
教
員
に
対
す
る
給
料
不
払
い
が
起
り
、
さ
ら
に
、
こ
れ
ら
の
人

々
の
給
料
切
下
げ
運
動
が
各
市
町
村
住
民
に
よ
っ
て
激
化
し
て
き
て
い

た
。

　
葉
山
耕
三
郎
は
、
『
詩
歌
行
動
』
第
六
集
掲
載
の
連
作
「
農
村
哀
調
」

の
中
で
、

○
深
夜
の
村
々
は
寂
し
い
墓
地
だ
、
石
塔
の
や
う
な
家
々
に
、
百
姓
達

　
　
が
み
る
地
獄
の
夢

○
媒
け
た
藁
屋
根
が
、
ぎ
い
ぎ
い
暴
風
に
傾
く
、
お
ふ
く
ろ
は
じ
っ
と

　
　
燈
明
を
お
が
ん
で
い
る

と
、
当
時
の
圧
し
つ
ぶ
さ
れ
て
い
る
村
の
家
の
暗
さ
を
う
た
っ
て
い
る
。

　
　
『
詩
歌
行
動
』
発
行
者
鹿
島
露
梢
や
、
そ
の
主
要
メ
ン
バ
ー
で
あ
っ

た
津
崎
朴
二
ら
に
も
同
様
な
歌
が
多
い
。

○
パ
チ
パ
チ
は
ぬ
る
炭
火
の
音
が
暗
い
感
情
を
い
ら
つ
か
せ
る
、
夜
更

○
俺
の
生
活
と
自
力
更
生
と
何
う
連
続
す
る
か
、
夜
更
け
の
火
鉢
に
考

　
　
　
へ
込
ん
で
ゐ
る

○
貧
乏
の
つ
ら
さ
を
話
合
っ
た
友
が
帰
っ
た
後
の
火
鉢
に
急
に
寒
さ
を

　
　
感
じ
た
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
鹿
島
露
梢

　
津
崎
は
満
州
事
変
を
も
短
歌
の
対
象
と
し
た
。

○
満
州
に
出
征
す
る
と
い
ふ
昂
奮
が
、
こ
ん
な
に
ま
で
兵
士
と
民
衆
と

　
　
を
一
つ
に
す
る

○
連
盟
を
脱
退
し
ろ
／
・
窮
乏
の
ど
ん
底
に
喘
ぎ
な
が
ら
も
村
人
ら
の
熱

　
　
意
は
強
い

○
無
力
な
漁
民
ら
の
昂
奮
だ
、
武
装
し
た
国
体
の
意
志
に
う
た
れ
る

　
　
当
時
、
県
下
で
も
っ
と
も
正
統
派
短
歌
作
者
と
目
さ
れ
て
い
た
の

は
、
ア
ラ
ラ
ギ
派
の
人
々
で
、
そ
の
中
心
的
な
浅
和
良
道
、
瓜
生
鉄
雄

ら
は
一
九
二
八
年
、
『
大
分
歌
人
』
を
刊
行
、
の
ち
脱
退
、
一
九
三
一
年

に
は
『
高
志
』
を
創
刊
し
た
が
、
伝
統
的
定
型
の
中
で
こ
と
ば
を
練
り
、

自
然
詠
を
中
心
に
境
地
を
ふ
か
め
よ
う
と
す
る
彼
ら
の
中
に
も
、
形
式
、

内
容
に
変
化
か
み
え
は
し
め
た
。
例
え
ば
『
高
志
』
創
刊
号
に
は
次
の

歌
が
み
え
る
。

○
御
馳
走
は
何
か
好
き
か
と
い
ふ
問
ひ
に
あ
は
れ
一
や
う
に
飯
が
す
き

　
　
と
い
ふ

○
一
年
に
幾
度
い
た
だ
く
米
飯
ぞ
ま
ま
が
す
き
と
ふ
あ
は
れ
こ
の
児
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
土
橋
正
夫

　
土
橋
は
、
県
下
の
あ
る
小
学
校
分
校
教
師
で
あ
る
。

　
浅
利
は
一
九
三
五
年
に
戦
前
県
下
歌
壇
の
総
決
算
と
い
わ
れ
る
『
大

分
県
歌
人
作
品
集
』
を
刊
行
す
る
。
こ
の
中
に
も
お
だ
や
か
な
自
然
詠

日
常
身
辺
の
出
来
事
に
対
す
る
詠
嘆
だ
け
で
お
さ
ま
ら
な
い
人
々
の
作

品
が
み
ら
れ
る
。

○
ミ
リ
タ
リ
ズ
ム
を
ひ
そ
か
に
睨
ふ
、
塵
土
に
麦
が
刈
り
つ
ぼ
さ
れ
、

　
　
百
姓
ら
、
そ
の
徒
労
に
見
い
る
　
　
　
　
　
　
　
　
口
抜
正
文

○
国
体
の
尊
厳
を
胆
す
と
た
け
だ
け
し
き
右
翼
ギ
ャ
ン
グ
の
徒
を
う
ち

　
　
の
め
し
た
し
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
大
久
保
貞
義

○
不
作
に
て
免
租
順
に
人
等
役
場
の
土
間
に
皆
黙
し
立
つ
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笠
置
白
華

○
釜
た
ぎ
る
音
を
聞
き
つ
つ
我
は
し
も
こ
の
家
の
経
済
を
思
ひ
つ
つ
を

　
　
り
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
江
口
泰
雄

○
仁
川
の
街
に
売
ら
れ
て
行
き
し
教
子
の
噂
を
わ
れ
の
聞
く
は
し
の
び

　
　
ず
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
梅
木
幸
吉

　
定
型
を
守
る
人
々
で
も
、
そ
の
素
材
の
社
会
化
で
詠
嘆
の
質
が
か
え

ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
を
行
わ
せ
た
の
は
窮
迫
す
る
現
実
の
社
会
で
あ
っ

た
。
は
じ
め
か
ら
定
型
を
打
破
す
る
立
場
を
と
っ
た
葉
山
ら
『
詩
歌
行

動
』
の
人
々
は
生
硬
な
こ
と
ば
と
、
古
典
的
な
意
味
で
は
短
歌
と
は
言

え
な
い
、
読
点
な
ど
を
使
っ
た
、
散
文
に
近
い
自
由
律
で
作
歌
し
た
。

　
か
つ
て
窪
川
鶴
次
郎
氏
は
、
短
歌
に
お
け
る
各
句
の
結
合
の
し
か
た

に
注
目
し
、
そ
こ
に
短
歌
の
本
質
を
み
た
。

つ
ま
り
、

　
第
一
句
は
第
二
句
に
、
第
二
句
は
第
三
句
へ
と
従
属
し
て
ゆ
く
と
い

　
う
こ
と
、
ま
た
第
四
句
は
第
五
句
に
従
属
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
、

そ
し
て
第
二
司
か
ら
第
三
句
ま
で
が
全
体
と
し
て
第
四
句
と
第
五
句
と

　
の
　
全
体
に
従
属
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
、
こ
の
よ
う
な
従
属
関
係

　
に
お
い
て
、
し
か
も
そ
の
従
属
関
係
が
第
四
句
と
第
五
句
と
で
七
音

　
を
重
ね
る
こ
と
に
よ
っ
て
漸
増
的
に
強
調
さ
れ
て
ゆ
く
と
い
う
こ
と
、

　
こ
の
よ
う
な
従
属
関
係
に
あ
る
と
こ
ろ
に
、
短
歌
の
音
律
の
本
質
が

　
認
め
ら
れ
る
。
（
『
短
歌
論
』
）

と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
五
句
三
十
一
日
従
属
関
係
の
積
み

重
な
り
が
も
た
ら
す
も
の
を
詠
嘆
で
あ
る
と
し
、
こ
れ
を
短
歌
的
方
法

と
規
定
し
た
。
つ
ま
り
短
歌
的
方
法
と
は
、
そ
の
「
従
属
関
係
」
か
ら
生

　
み
出
さ
れ
て
く
る
「
詠
嘆
」
で
あ
る
と
す
る
の
で
あ
る
。

　
　
そ
う
ぃ
う
規
定
か
ら
す
れ
ば
『
詩
歌
行
動
』
の
人
々
の
作
品
は
、
す

　
で
に
短
歌
と
は
い
え
な
い
だ
ろ
う
。
各
句
の
独
立
性
が
つ
よ
い
、
と
い

　
う
よ
り
散
文
さ
な
が
ら
で
、
読
点
ま
で
入
っ
て
い
る
。
こ
れ
が
恐
慌
下

　
の
農
村
を
う
た
っ
た
た
め
に
起
っ
た
の
か
、
形
式
の
破
壊
に
よ
っ
て
お

　
こ
っ
た
の
か
、
恐
ら
く
、
そ
の
両
者
の
せ
め
ぎ
合
い
の
中
で
生
ま
れ
た

　
も
の
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。

　
　
そ
れ
は
長
尾
屋
島
の
『
島
』
に
集
ま
っ
た
人
々
が
、
季
節
感
を
人
間

　
の
く
ら
し
と
深
く
結
び
つ
け
て
と
ら
え
、
ほ
と
ん
ど
季
語
の
意
識
を
す

　
て
、
自
由
律
で
、
社
会
、
人
生
の
批
評
と
し
て
作
句
し
て
い
る
の
と
対

　
応
す
る
。

　
　
も
ち
ろ
ん
、
こ
う
し
た
新
し
い
方
法
の
模
索
は
全
国
的
な
動
向
で
、

　
大
分
県
特
有
の
も
の
で
は
な
い
。
彼
ら
が
ど
れ
ほ
ど
全
国
各
地
の
新
傾

　
向
に
敏
感
で
あ
り
、
そ
の
影
響
を
う
け
て
い
た
か
は
、
稿
を
改
め
て
考

　
察
し
た
い
と
思
う
。
し
か
し
、
彼
ら
の
新
傾
向
へ
の
模
索
が
単
な
る
流

　
行
現
象
の
模
倣
で
な
く
、
自
ら
が
模
索
す
る
中
で
他
に
学
ぶ
と
い
う
き

　
わ
め
て
創
造
的
活
動
で
あ
っ
た
こ
と
は
見
の
が
せ
な
い
。
こ
れ
は
社
会

　
的
個
の
確
立
と
そ
の
表
現
形
式
を
つ
く
り
出
す
方
向
を
追
求
し
て
い
た

’
と
い
え
る
。

　
　
　
　
固

　
彼
ら
は
短
歌
・
俳
句
の
形
式
を
大
胆
に
破
壊
し
、
両
者
の
境
も
し
ば

し
ば
越
え
よ
う
と
し
て
い
る
。
人
間
的
交
流
も
ま
た
深
か
っ
た
よ
う
で

あ
る
。
長
尾
の
『
鳥
』
に
葉
山
や
そ
の
仲
間
が
作
品
を
寄
せ
て
お
り
、
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長
尾
も
ま
た
葉
山
ら
の
雑
誌
に
書
い
た
。
彼
ら
は
自
ら
の
形
式
を
い
ま

だ
過
渡
的
な
も
の
と
抱
え
、
い
ま
た
さ
だ
か
な
ら
ぬ
よ
り
新
し
い
形
式

に
よ
っ
て
、
い
ま
だ
さ
だ
か
な
ら
ぬ
よ
り
新
し
い
内
容
を
つ
か
も
う
と

し
て
い
た
か
に
思
わ
れ
る
。

　
家
族
制
度
、
地
主
小
作
制
の
支
配
す
る
農
村
県
で
は
表
現
は
固
定
し
、

文
学
は
趣
味
・
芸
と
し
て
し
か
存
在
し
に
く
い
。
葉
山
や
長
尾
の
新
形

式
へ
の
模
索
は
こ
う
し
た
中
で
考
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
当
然
、
近

代
小
説
、
近
代
詩
の
生
ま
れ
る
地
盤
で
は
な
い
。
し
か
し
、
農
村
的
秩

序
は
す
で
に
ゆ
ら
ぎ
は
じ
め
た
大
正
期
以
後
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
方
向
。

　
（
小
説
に
む
か
う
べ
き
エ
ネ
ル
ギ
ー
も
含
め
て
）
　
へ
向
う
べ
き
模
索
も

生
ま
れ
出
て
お
り
、
ロ
語
自
由
語
も
作
ら
れ
て
い
た
。
し
か
し
そ
れ
ら

は
い
ず
れ
も
未
分
化
な
も
の
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
葉
山
や
長
尾
の

実
験
と
も
い
え
る
新
形
式
へ
の
模
索
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
ジ
ヤ
ン
ル
ヘ
向

う
べ
き
未
分
化
な
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
含
み
込
ん
で
行
わ
れ
た
。
そ
れ
は
伝

統
詩
を
内
部
か
ら
変
革
す
る
可
能
性
を
も
っ
た
運
動
で
あ
っ
た
の
で
あ

　
し
か
し
、
日
中
戦
争
の
勃
発
を
機
に
そ
の
運
動
は
終
息
さ
せ
ら
れ
る
。

政
府
に
よ
る
国
民
精
神
総
動
員
、
日
本
文
化
中
央
連
盟
設
立
な
ど
に
よ

る
日
本
文
化
宣
揚
の
た
め
の
運
動
が
す
す
め
ら
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
俳

句
・
短
歌
は
と
も
に
伝
統
的
定
型
へ
の
復
帰
が
急
連
に
は
じ
ま
る
。

　
葉
山
は
当
時
大
阪
に
あ
っ
た
が
、
一
九
三
一
年
創
刊
の
新
興
短
歌
機

関
詩
『
韻
律
』
を
一
九
三
五
年
に
廃
刊
。
葉
山
ら
の
『
詩
歌
行
動
』
と

関
係
の
深
か
っ
た
前
田
夕
暮
の
『
詩
歌
』
も
一
九
三
八
年
定
型
復
帰
の

態
度
を
明
ら
か
に
し
た
。
大
正
期
か
ら
、
県
下
の
俳
句
革
新
運
動
に
大

き
な
影
響
を
与
え
て
き
て
い
た
福
岡
の
吉
岡
禅
寺
洞
も
『
天
の
川
』
刷

新
宣
言
を
す
る
。
一
九
三
八
年
元
旦
の
『
大
分
新
聞
』
は
、
同
級
「
俳

壇
」
の
選
者
臼
田
亜
浪
が
、
俳
句
と
祖
国
愛
を
結
合
さ
せ
る
「
民
族
詩
」

の
提
唱
を
し
、
県
下
の
代
表
的
歌
人
の
一
人
で
あ
っ
た
原
常
雄
は
同
級

一
月
二
十
六
日
に
「
短
歌
と
短
歌
」
を
書
き
、
短
歌
を
「
し
き
し
ま
の
道
」

の
表
現
と
す
る
考
え
を
の
べ
た
。

　
こ
う
し
た
動
き
は
、
葉
山
ら
を
定
型
に
復
帰
さ
せ
た
と
同
時
に
、
こ

れ
ま
で
悪
戦
苦
闘
し
て
き
た
「
田
舎
者
の
自
己
樹
立
」
の
成
果
を
ふ
み

に
じ
り
、
自
己
樹
立
を
崩
壊
さ
せ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
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