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有
島
武
郎

「カ
イ
ン
の
末
裔
」
小
考

―
―
仁
右
衛
門
像
の
読
み
直
し
の
た
め
の
試
論
―
―

は

じ

め

に

「カ
イ
ン
の
末
裔
」
は
大
正
六
年
七
月

『新
小
説
」
に
発
表
さ
れ
た
。
発
表

直
後
か
ら
賞
賛
的
で
あ
れ
、
批
判
的
で
あ
れ
、
文
壇
の
注
目
を
集
め
た
こ
の
作

品
は
現
在
に
至
る
ま
で
様
々
な
角
度
か
ら
論
じ
ら
れ
て
き
た
。
と
こ
ろ
で
、
仁

右
衛
門
像
の
把
握
に
つ
い
て
い
え
ば
、
同
時
代
以
来
、　
一
定
の
幅
を
も
つ
枠
内

で
多
様
化
し
て
き
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
つ
ま
り
、
同
時
代
評
に
お
け
る
仁
右

衛
門
を
捉
え
る
キ
ー
ワ
ー
ド
を
見
れ
ば
、
「野
蛮
」、
「原
始
」、
「自
然
」
が
多
く
、

近
い
も
の
に
は

「非
文
明
的
人
物
」
が
あ
り
、
そ
の
ほ
か

「非
常
人
」
「生
き
た

農
民
」
と
い
う
言
葉
が
使
わ
れ
て
い
る
が
、
戦
後
の
論
に
お
い
て
も
そ
の
人
間

像
の
核
心
を
語
る
言
葉
の
主
流
は
様
変
わ
り
し
な
い
。
上
杉
省
和
氏
は
昭
和
五

七
年
、
戦
後
の

「
カ
イ
ン
の
末
裔
」
論
を
網
羅
し
て
そ
の
捉
え
方
を
三
つ
に
分

類
整
理
し
た
。
尺
一
）、
農
民

（小
作
農
）
を
描
い
た
客
観
的
写
実
小
説
と
し
て

と
ら
え
る
立
場

（二
）、
自
然
人

（原
始
人
、
野
蛮
人
）
の
社
会
に
敗
北
し
て
ゆ

く
悲
劇
を
描
い
た
観
念
的
小
説
と
し
て
と
ら
え
る
立
場

合
こ
、
主
人
公
に
仮
託

し
た
作
者
の
自
己
告
自
小
説
と
し
て
と
ら
え
る
立
場
」。
と
こ
ろ
が
キ
ー
ワ
ー

ド
で
い
え
ば
、
上
杉
氏
の
分
類
し
た
区
分
を
越
え
て
、
同
時
代
の
キ
ー
ワ
ー
ド

申3

に
加
え
、
そ
れ
を
よ
り
具
体
化
し
た
と
い
え
る

「本
能
」、
「衝
動
」
、
「野
性
」、

「欲
望
」
と
い
う
言
葉
の
い
ず
れ
か
が
使
わ
れ
て
お
り
、
仁
右
衛
門
の
本
質
、

つ
ま
り
仁
右
衛
門
を
動
か
し
て
い
る
も
の
の
捉
え
方
に
お
い
て
は
同
時
代
の
枠

組
み
を
出
な
い
。

と
こ
ろ
が
仁
右
衛
門
の
造
型
に
は
こ
う
し
た
枠
内
に
は
は
ま
ら
な
い
、
重
要

な
要
素
が
あ
る
。
そ
れ
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
本
稿
で
は
、
仁
右
衛
門
の
激
烈

な
行
為
に
注
目
を
奪
わ
れ
て
十
分
な
注
意
が
払
わ
れ
て
い
な
い
、
仁
右
衛
門
の

内
面
、
特
に
一
見
目
立
た
な
い
言
動
に
潜
む
内
面
の
消
息
に
注
意
を
払
い
、
仁

右
衛
門
像
の
考
察
を
進
め
た
い
。
ま
た
、
こ
の
作
品
は
、
「坑
夫
」、
「土
」、
「重

右
衛
門
の
最
後
」
と
の
比
較
を
除
い
て
は
、
あ
ま
り
外
側
か
ら
照
ら
さ
れ
る
こ

と
が
な
か
っ
た
が
、
同
時
代
の
農
民
を
描
い
た
作
品
を
広
く
射
程
に
入
れ
て
考

察
を
進
め
、
仁
右
衛
門
の
よ
う
な
農
民
を
造
型
し
た
こ
と
の
意
味
、
さ
ら
に
同

時
代
に
お
け
る
独
自
性
を
明
ら
か
に
し
た
い
と
思
う
。

一　
仁
右
衛
門
の

「お
び
え
」
に
つ
い
て

１
　
予
告
と
し
て
の
第

一
章
の

「
お
び
え
」

本
節
で

「
お
び
え
」
に
注
目
す
る
理
由
は
、
ま
ず
第

一
章
の
そ
れ
が
仁
右
衛

智ジ
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門
の
内
面
の
世
界
を
窺
う
手
掛
か
り
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
「
お
び
え
」

は
作
品
全
体
を
貫
く

一
つ
の
軸
に
な
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

「お
び
え
」
と

「恐
怖
」
を
軸
に

「
カ
イ
ン
の
末
裔
」
を
読
む
と
、
仁
右
衛
門

は

「
一
種
の
お
び
え
」
を
抱
い
て
Ｋ
村
の
松
川
農
場
に
入
る
が
、
そ
の
後
事
態

は
逆
転
し
、
彼
の
方
が
村
人
に

「恐
怖
を
播
」
く
存
在
と
な
り
、
退
場
を
迫
ら

れ
る
よ
う
に
な
る
。
四
面
楚
歌
の
状
況
か
ら
逃
れ
る
た
め
、
彼
は
場
主
の
と
こ

ろ
へ
直
談
判
に
出
か
け
る
が
、
函
館
の
街
並
み
を
見
て
は

「動
と
も
す
る
と
お

び
え
」
て
き
て
萎
縮
し
、
場
主
の
邸
宅
で
は
、
そ
の
暮
ら
し
ぶ
り
と
権
威
に
圧

倒
さ
れ
、
恐
れ
に
打
ち
の
め
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
農
場
を
去
っ
て
い
く
と
い
う

結
末
を
迎
え
る
。
つ
ま
り
、
お
び
え
と
い
う
角
度
か
ら
、
作
品
の
大
ま
か
な
プ

ロ
ッ
ト
が
辿
れ
る
ほ
ど
、
恐
怖
の
感
情
が
、
作
中
の
要
所
要
所
に
顔
を
出
し
て

お
り
、
仁
右
衛
門
像
お
よ
び
作
品
全
体
を
捉
え
る
う
え
で
キ
ー
ワ
ー
ド
と
し
て

機
能
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
で
は
、
お
び
え
が
描
か
れ
て
い
る
最
初
の
場
面
を

見
て
み
よ
う
。

コ

硼

刻

引

劉

綱

詔

翻

∃

媚

日

剰

引

劃

刻

＝

引

Ｊ

劉

到
酬
刻
日
釧
刈
月
１
（略
ヽ
翻
脚
翻
渕
副
洲
コ
調
冽
「
劇
副
潤
副
引
引
ｄ

洲
剰
劇
り
「
０
１
劇
り
「
到
ｑ
湖
湘
渕
引
引
劇
州
馴
切
釧
到
「
と
で
も
云
ひ
さ
う
な

顔
を
妻
の
方
に
向
け
て
置
い
て
、
歩
き
な
が
ら
帯
を
し
め
直
し
た
。
２
）

い
き
な
り
主
人
公
の
負
の
感
情

「お
び
え
」
が
出
現
す
る
こ
の
箇
所
は
、
こ
れ

ま
で
も
議
論
の
対
象
と
な
り
、
お
び
え
の
原
因
に
つ
い
て
さ
ま
ざ
ま
な
解
釈
が

提
示
さ
れ
て
き
た
が
、
作
品
に
即
し
て
言
え
ば
、
仁
右
衛
門
の
心
中
を
推
察
す

る
語
り
手
の
言
葉
に
も
っ
と
注
目
す
べ
き
と
思
う
。
そ
の
意
味
内
容
は
こ
の
後

描
か
れ
る
仁
右
衛
門
の
行
動
お
よ
び
作
品
の
展
開
と
も
、
深
く
関
わ
っ
て
い
る

か
ら
で
あ
る
。
ま
ず
、
仁
右
衛
門
に
恐
怖
心
を
呼
び
起
こ
し
た
市
街
地
の
灯
が

彼
に
は
、
こ
れ
か
ら
入
っ
て
い
こ
う
と
す
る
人
間
の
社
会
、
具
体
的
に
い
え
ば

松
川
農
場
の
象
徴
と
し
て
映
っ
て
い
る
こ
と
は
、
間
違
い
な
か
ろ
う
。
そ
し
て

「敵
が
」
以
下
の
部
分
は
後
続
の
内
容
か
ら
単
純
に
考
え
る
と
、
妻
に
注
意
を

促
し
た
い
と
い
う
心
情
を
表
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
し
か
し
そ
れ
よ
り
重
要

な
こ
と
は
、
こ
の
言
葉
の
背
後
か
ら
読
み
取
れ
る
仁
右
衛
門
自
身
の
認
識
の
方

で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
作
者
は
こ
こ
で
、
仁
右
衛
門
が
人
間
の
社
会
を
弱
肉
強
食

の
相
敵
対
す
る
世
界
と
し
て
認
識
し
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ

る
。
さ
ら
に
作
品
の
中
に
は
こ
れ
と
密
接
に
つ
な
が
っ
て
い
る
仁
右
衛
門
の
行

動
様
式
が
描
か
れ
て
い
る
。
彼
は
人
前
で
は
自
分
の
弱
さ
や
惨
め
さ
を
曝
さ
な

い
人
物
と
し
て
造
型
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

人
間
の
弱
さ
が
あ
ら
わ
に
出
る
の
は
、
予
期
せ
ぬ
惨
事
に
遭
遇
し
た
時
で
あ

ろ
う
。
仁
右
衛
門
の
場
合
、
赤
ん
坊
の
死
と
馬
の
事
故
が
そ
れ
に
当
た
ろ
う
。

と
こ
ろ
が
、
赤
ん
坊
が
死
ん
だ
時
、
彼
が

「頑
童
の
如
く
泣
き
を
め
」
（五
）
く

の
は
、
彼
の
周
り
に
妻
以
外
に
は
誰
も
い
な
い
、
村
の
共
同
墓
地
の
上
で
の
こ

と
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
馬
か
ら
転
落
し
た
時
も
、
彼
は

「気
丈
に
も
転
り
な
が

ら
す
く
と
起
き
上
」
（六
）
が
る
の
だ
が
、
人
の
群
に
取
り
囲
ま
れ
る
と
、
骨
折

し
た
馬
の
処
置
は
蹄
鉄
屋
に
頼
ん
で
人
の
群
が
る
競
技
場
か
ら
出
て
し
ま
う
。

彼
の
馬
に
対
す
る
執
着
を
考
え
る
と
、
こ
の
行
動
か
ら
、
馬
へ
の
愛
着
以
上
に

強
く
、
彼
を
突
き
動
か
し
て
い
る
も
の
が
あ
る
こ
と
が
読
み
取
れ
る
。
す
な
わ

ち
、
仁
右
衛
門
の
内
に
あ
る
、
自
分
の
惨
め
な
姿
を
人
前
に
曝
し
た
く
な
い
と

い
う
欲
望
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
事
故
の
あ
っ
た
日
、
仁
右
衛
門
が
頭
を
垂
れ
た

ま
ま

「互
に
憐
れ
む
」
（六
）
よ
う
な
姿
を
見
せ
る
の
は
、
痛
ま
し
い
格
好
を
し

て
い
る
馬
の
前
だ
け
で
あ
る
こ
と
も
見
過
ご
せ
な
い
。
人
前
で
は
あ
く
ま
で
も

居
丈
高
な
、
狂
暴
な
彼
で
あ
る
。
甚
だ
し
く
は
、
場
主
へ
の
働
き
か
け
を
思
い

立
っ
た
時
も
そ
の
方
法
は

「
一
喧
嘩
」
（七
）
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
仁
右
衛
門

の
行
動
の
特
徴
の
根
源
と
も
言
え
る
の
が
、
実
は
一
章
で
語
り
手
が
見
て
取
っ



た
彼
の
認
識
、
即
ち
、
人
間
の
社
会
は
弱
肉
強
食
の
相
敵
対
す
る
世
界
、
と
い

う
認
識
な
の
で
あ
る
。
こ
の
認
識
が
人
間
社
会
に
向
か
う
仁
右
衛
門
を
お
び
え

さ
せ
、　
一
方
で
は
、
そ
の
社
会
の
中
で
生
き
抜
く
た
め
の
知
恵
、
自
分
の
弱
さ

を
人
に
曝
さ
な
い
と
い
う
の
を
生
み
だ
し
て
い
る
。
仁
右
衛
門
の
内
面
の
お
び

え
と
狂
暴
な
行
動
の
特
徴
は
表
裏

一
体
の
も
の
と
し
て
仕
立
て
ら
れ
て
い
る
。

（・Ｄ
）

と
こ
ろ
が
、
も
し
仁
右
衛
門
が
渡
り
者
と
し
て
社
会
の
周
辺
を
生
き
続
け
る

な
ら
、
た
と
え
そ
の
よ
う
な
社
会
認
識
を
持
っ
て
い
て
も
、
社
会
に
お
び
え
な

く
て
済
ん
だ
か
も
知
れ
な
い
。
有
島
武
郎
の
云
う
ロ
ー
フ
ァ
ー
の
自
由
と
い
う

可
能
性
も
あ
ろ
う
。
ま
た
、
同
時
代
の
文
学
を
眺
め
て
も
、
渡
り
者
の
労
働
者

と
い
う
の
は
、
労
働
者
の
中
で
も

一
段
と
世
間
構
わ
ず
の
放
埒
な
者
、
ま
た
は

凶
暴
で
捨
て
鉢
的
な
生
活
を
送
る
者
と
し
て
描
か
れ
て
い
て
、
恐
れ
る
よ
り
は

恐
れ
ら
れ
る
存
在
と
言
っ
た
方
が
適
切
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
仁
右

衛
門
は
一
角
の
自
作
農
と
な
り
、
妻
に

「絹
の
衣
装
べ
着
せ
て
」、
自
分
は

「帽

子
を
被
つ
て
二
重
マ
ン
ト
を
着
」
る
未
来
を
思
い
描
い
て
い
る
。
こ
の
即
物
的

な
通
俗
的
な
夢
が
、　
一
歩
間
違
え
ば
自
分
の
方
が
倒
さ
れ
る
か
も
知
れ
な
い
人

間
の
社
会
に
身
を
置
か
せ
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
れ
ら
の
こ
と
は
後
の
展
開
の
中
で
明
ら
か
に
な
る
仕
組
み
と
な

っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
最
初
に
引
用
し
た
第

一
章
の
お
び
え
は
予
告
的
機
能
を

果
た
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
三
章
で
仁
右
衛
門
の
夢
が
明
ら
か
に
な
り
、
四

。

五

・
六
章
で
、
他
人
に
自
分
の
弱
さ
を
見
せ
な
い
仁
右
衛
門
の
行
動
の
特
徴
が

描
か
れ
、
最
終
章
の
七
章
に
至
っ
て
は
じ
め
て
、
仁
右
衛
門
の
社
会
認
識
通
り

の
事
態
が
現
実
と
な
り
、
い
よ
い
よ
仁
右
衛
門
は
お
び
え
の
本
命
の
対
象
、
場

主
と
対
決
す
る
よ
う
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
ち
な
み
に
、
二
章
で
は
お
び
え
は

姿
を
隠
し
、
後
述
す
る
が
、
そ
の
対
極
に
あ
る
と
言
え
る
仁
右
衛
門
の
自
負
の

方
が
は
っ
き
り
と
出
て
く
る
。

２
　
現
実
化
す
る

「お
び
え
」

「
ま
だ
か
」
、
こ
の
名
は
村
中
に
恐
怖
を
播
い
た
こ
で
始
ま
る
七
章
に
至
る

と
、
仁
右
衛
門
に
は

「人
間
が
よ
つ
て
た
か
つ
て
彼
れ

一
人
を
敵
に
ま
わ
し
て

ゐ
る
や
う
に
見
え
し
て
く
る
。
つ
ま
り
、
「敵
が
眼
の
前
に
来
た
ぞ
」
２

）
が

現
前
す
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
仁
右
衛
門
の
内
面
に
潜
伏
す
る
敵
意
や
お
び

え
も
再
び
作
品
の
表
面
に
顔
を
出
す
。

彼
れ
は
汽
車
の
中
で
自
分
の
云
ひ
分
を
充
分
に
考
へ
よ
う
と
し
た
。
然
し

列
車
の
中
の
沢
山
の
人
の
顔
は
も
う
彼
れ
の
心
を
不
安
に
し
た
。
彼
れ
は

敵
意
を
ふ
く
ん
だ
眼
で
一
人
々
々
院
め
つ
け
た
。
函
館
の
停
車
場
に
着
く

と
彼
は
も
う
そ
の
建
物
の
宏
大
も
な
い
の
に
肝
を
つ
ぶ
し
て
し
ま
つ
た
。

（略
）
然
し
彼
れ
の
誇
り
は
そ
ん
な
事
に
負
け
て
は
ゐ
ま
い
と
し
た
ｃ
動

と
も
す
る
と
お
び
え
て
胸

の
中
で
す
く
み
さ
う
に
な
る
心
を
励

ま
し
／
ヽ
彼
れ
は
巨
人
の
や
う
に
居
丈
高
に
の
そ
リ
ノ
て
ヽ
と
道
を
歩
い
た
。

敵
意
と
お
び
え
、
お
び
え
に
立
ち
向
か
お
う
と
す
る
内
面
の
姿
勢
は
明
ら
か
に

第

一
章
の
お
び
え
の
場
面
と
呼
応
し
て
い
る
。
そ
し
て
こ
こ
に
は
、
お
び
え
を

制
す
る
の
は
誇
り
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
仁
右

衛
門
が
見
も
知
ら
な
い
人
々
に
対
し
て
敵
意
を
抱
く
と
い
う
の
は
、
五
章
の
居

酒
屋
の
場
面
で

「
一
緒
に
飲
ん
で
ゐ
る
も
の
が
利
害
関
係
の
な
い
の
も
彼
れ
に

は
心
置
き
が
な
か
つ
た
」
と
い
う
記
述
と

一
見
矛
盾
す
る
。
し
か
し
五
章
で
の

仁
右
衛
門
は
百
円
も
の
大
金
が
懐
に
あ
っ
た
強
者
で
あ
っ
た
が
、
現
在
の
彼
は

自
分

一
人
が
村
中
か
ら
敵
視
さ
れ
、
疎
外
さ
れ
て
い
る
と
感
じ
る
弱
者
で
あ
り
、

こ
の
敵
意
は
村
で
の
そ
れ
の
延
長
線
に
あ
る
と
い
え
る
。　
一
方
、
函
館
の
街
は

こ
れ
か
ら
仁
右
衛
門
が
誌
ね
て
い
く
函
館
の
場
主
の
富
み
の
前
触
れ
で
あ
り
、

そ
れ
に
お
び
え
る
姿
は
場
主
の
前
で
完
全
に
萎
縮
し
て
し
ま
う
仁
右
衛
門
の
姿

の
前
触
れ
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。



と
こ
ろ
で
、
こ
の
箇
所
を
田
舎
者
の
都
会
に
対
す
る
お
び
え
と
い
う
題
材
と

し
て
摂
取
し
て
い
る
作
品
が
あ
る
。
有
島
の
推
薦
で
文
壇
に
デ
ビ
ュ
ー
し
た
野

村
愛
正
の

「保
安
林
盗
伐
」
（大
正
七
。四
）
が
そ
れ
で
あ
る
。
こ
の
作
品
は
炭

焼
き
を
渡
世
と
し
て
い
る
山
間
の
村
人
の
都
会
へ
の
憧
れ
と
、
村
を
離
れ
ら
れ

な
い
心
理
を
描
い
て
い
る
が
、
中
に
次
の
よ
う
な
叙
述

「そ
の
広
い
世
間
と
い

ふ
こ
と
と
、
其
処
に
は
多
数
の
人
の
群
が
あ
る
と
い
ぶ
こ
と
と
が
、
本
能
に
近

い
恐
怖
と
含
羞
と
を
与
え
て
、
残
ら
ず
村
に
居
据
つ
て
了
つ
て
居
る
の
で
あ
つ

た
」
と
か
、
「広
大
な
白
亜
の
建
物
の
中
に
入
つ
て
行
く
の
が
怖
し
か
つ
た
」
と

い
う
、
「カ
イ
ン
の
末
裔
」
の
引
用
部
と
似
通
っ
た
叙
述
が
見
え
る
。
し
か
し
性

格
の
造
形
に
は
明
確
な
違
い
が
あ
る
。
「保
安
林
盗
伐
」
の
村
人
に
は
、
自
分
は

「人
中
に
出
て
も
二
人
も
二
人
も
養
つ
て
い
く
だ
け
の
甲
斐
性
が
あ
る
」
と
い

う
自
信
は
な
く
、
彼
ら
に
と
っ
て
都
会
生
活
は
空
想
に
過
ぎ
ず
、
現
実
的
に
は

恐
怖
の
対
象
で
し
か
な
い
。
そ
れ
に
対
し
て
仁
右
衛
門
は
、
「然
し
彼
れ
の
誇
り

は
」
云
々
と
あ
る
よ
う
に
、
己
を
奮
い
立
た
せ
、
「
お
び
え
」
を
制
御
す
る
誇
り

を
も
っ
て
い
る
。
お
び
え
を
制
し
て
農
場
に
入
り
、
自
作
農
と
い
う
成
功
を
夢

見
て
き
た
所
以
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
仁
右
衛
門
の
内
面
の

「誇
り
」
と

「
お

び
え
」
の
力
学
関
係
は
ひ
っ
く
り
返
さ
れ
る
。
そ
れ
が
場
主
と
の
対
面
場
面
で

あ
る
。
仁
右
衛
門
と
は
隔
絶
し
た
富
み
を
背
景
に
し
た
場
主
の
∧
権
威
∨
の
前

で
、
仁
右
衛
門
の
誇
り
は
跡
形
も
な
く
姿
を
隠
し
、
彼
は
た
だ
恐
れ
に
打
ち
の

め
さ
れ
る
。
こ
の
内
面
の
変
化
が
、
「仁
右
衛
間
は
三
度
晩
み
つ
け
ら
れ
る
の
を

恐
れ
る
あ
ま
り
に
、
不
器
用
な
足
ど
り
で

（略
）
場
主
の
鼻
先
き
ま
で
の

そ
リ
ノ
＜
ヽ
歩
い
て
行
つ
て
出
剰
引
ｄ
引
州
剖
引
剣
風
剖
引
ｄ
口
列
ｄ
川
測
」

（七
）
と
い
う
動
作
に
形
象
化
さ
れ
、
場
主
に
会
う
前
の

「巨
人
の
や
う
に
居

丈
高
」
な
歩
き
ぶ
り
と
痛
ま
し
い
ほ
ど
完
璧
な
対
照
を
な
し
て
い
る
。
第

一
章

の
予
告
と
し
て
の
お
び
え
は
最
終
的
に
こ
こ
に
収
敏
す
る
わ
け
で
あ
る
。
し
か

し
、
仁
右
衛
門
の
誇
り
が
完
全
に
失
わ
れ
た
の
で
は
な
く
、
ま
た
、
退
場
は
お

び
え
か
ら
の
逃
避
な
の
で
は
な
い
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
次
章
で
考
察
す
る
。

一
方
、
同
時
代
の
小
説
を
視
野
に
入
れ
て
見
て
も
、
小
作
農
と
い
う
の
は
お

び
え
や
す
い
弱
者
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
。
例
え
ば

「土
」
（明
治
四
三
・六
。

一
三
～

一
一
二

七

「東
京
朝
日
新
聞
し

の
勘
次
や
、
小
川
未
明
の

「小
作
農

の
死
」
（大
正
六
上
ハ
『新
小
説
し

の
要
助
が
そ
う
で
あ
り
、
真
山
青
果
の
「南

小
泉
村
」
（明
治
四
二
・
八

『新
潮
し

に
も

「雨
を
畏
れ
、
風
を
畏
れ
、
害
虫

を
畏
れ
、
日
と
し
て
自
然
の
威
圧
に
戦
か
ぬ
日
と
て
は
無
く
、
（略
）
一
生
を
自

然
の
前
に
脆
づ
く
の
外
に
、
か
れ
ら
に
は
優
ほ
脆
づ
く
べ
き
地
主
が
あ
る
」
と

い
う
言
説
が
み
え
る
。
し
か
し
こ
れ
ら
の
作
品
に
描
か
れ
て
い
る
農
民
の
恐
れ

は
、
定
住
小
作
農
と
し
て
の
長
い
経
験
か
ら
生
ま
れ
た
習
性
的
な
も
の
で
あ
る
。

そ
れ
に
対
し
て
、
渡
り
者
の
仁
右
衛
門
の
お
び
え
は
、
敵
同
士
と
い
う
社
会
観

に
起
因
し
、
そ
の
社
会
で
農
民
と
し
て
成
功
し
よ
う
と
す
る
夢
あ
っ
て
の
お
び

え
で
あ
り
、
他
の
作
品
と

一
線
を
画
す
。
し
か
し
場
主
の
前
で
萎
縮
す
る
仁
右

衛
門
の
あ
り
さ
ま
は
、　
一
度
し
か
描
か
れ
て
い
な
い
が
、
農
民
の
お
び
え
の
典

型
的
な
例
と
も
い
え
よ
う
。

二
　
仁
右
衛
門
の
自
負
に
つ
い
て

１
　
「誇
り
」
の
表
象
と
根
拠

前
章
で
触
れ
た
よ
う
に
、
最
終
章
に
は
、
仁
右
衛
門
の
内
面
に
お
い
て
お
び

え
を
制
す
る
誇
り
の
働
き
が
明
確
に
描
か
れ
て
い
る
。
勿
論
仁
右
衛
門
の
誇
り

は
周
囲
の
人
が
認
め
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
く
、
ま
し
て
や
社
会
的
、
公
的
根

拠
の
あ
る
も
の
で
は
な
い
。
こ
れ
か
ら
発
揮
し
よ
う
と
す
る
自
分
の
力
へ
の
自

ら
の
信
頼
に
よ
る
、
つ
ま
り
極
め
て
主
観
的
な
も
の
で
あ
る
。
他
人
か
ら
見
た

彼
は
、
「馬
鹿
な
面
を
し
て
ゐ
る
癖
に
油
断
の
な
ら
な
い
横
紙
破
り
」
盆

）、
「自



然
か
ら
今
切
り
取
つ
た
ば
か
り
の
や
う
な
」
男

（七
）
な
の
で
あ
る
。
し
か
し
、

人
の
中
で
生
き
ざ
る
を
得
な
い
仁
右
衛
門
に
と
っ
て
、
自
我
の
支
え
と
な
っ
て

い
る
誇
り
は
、
仁
右
衛
門
像
を
捉
え
る
と
き
決
し
て
無
視
で
き
な
い
側
面
で
あ

２つ
。作

者
は
仁
右
衛
門
の
誇
り
を
、
そ
れ
が
傷
つ
く
場
面
か
ら
描
き
始
め
る
。
次

は
松
川
農
場
の
事
務
所
で
始
め
て
帳
場
に
出
会
う
時
の
仁
右
衛
門
の
様
子
で
あ

２つ
。

人
間
の
顔
―
―
山
綱
「
創
引
引
副
州
引
湘
日
当
コ
「
川
間
洲
劇
劉
劃
例
割
劇
囲
測

の
心
は
す
ぐ
不
貞
腐
れ
る
の
だ
つ
た

（略
）
彼
れ
は
辞
儀
一
つ
し
な
か
つ

た

（
一
）

自
分
よ
り
ど
こ
か
優
越
な
人
間
に
出
会
う
と
す
ぐ
反
発
を
覚
え
る
と
い
う
の
は
、

裏
を
返
せ
ば
、
他
人
の
優
越
を

一
切
認
め
た
が
ら
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
り
、

不
合
理
な
心
理
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
が
作
者
に
よ
っ
て
仕
立
て
ら
れ
た
仁

右
衛
門
の
性
格
で
あ
り
、
右
の
引
用
に
描
か
れ
て
い
る
の
は
、
仁
右
衛
門
の
過

剰
な
誇
り
の
逆
説
的
な
現
れ
で
あ
る
。
ま
た
、
辞
儀
を
し
な
い
と
い
う
行
為
は

こ
う
し
た
仁
右
衛
門
の
誇
り
の
単
純
か
つ
粗
野
な
現
れ
と
考
え
ら
れ
る
が
、
次

は
そ
れ
に
つ
い
て
述
べ
た
い
と
思
う
。

辞
儀
を
し
な
い
、
頭
を
下
げ
な
い
と
い
う
仁
右
衛
門
の
振
る
舞
い
は
、
こ
の

後
も
反
復
し
て
描
か
れ
、
仁
右
衛
門
の
誇
り
の
表
象
と
し
て
、
仁
右
衛
門
像
を

形
づ
く
る
一
つ
の
モ
チ
ー
フ
と
な
っ
て
い
る
。
具
体
的
に
い
え
ば
次
の
四
箇
所

で
あ
る
。
笠
井
に
道
を
教
え
て
も
ら
っ
て
、
「挨
拶

一
つ
せ
ず
に
さ
つ
さ
と
別
れ

て
歩
き
出
し
た
」
２

）
と
い
う
場
面
。
入
場
し
た
翌
日
帳
場
が
川
森
を
伴
っ
て

や

っ
て
き
た
時
、
仁
右
衛
門
は
自
分
が
挨
拶
し
な
い
の
は
勿
論
の
こ
と

「恐
る
ノ
＜
、
頭
を
下
げ
」
る
妻
を
見
て
、
「
か
つ
と
唾
を
吐
」
き
、
不
快
感
を
あ

ら
わ
に
す
る

（二
）。
ま
た
、
川
森
に
は

「汝
や
辞
儀

一
つ
知
ら
ね
え
奴
の
、
何

條
云
う
て
俺
ら
が
に
は
来
く
さ
ら
ぬ
。」
（二
）
と
文
句
を
言
わ
れ
、
場
主
に
は

「而
し
て
辞
儀
の
一
つ
も
す
る
事
を
覚
え
て
か
ら
出
直
す
な
ら
出
直
し
て
来
い
、

馬
鹿
」
（七
）
と
言
い
渡
さ
れ
る
。
辞
儀
を
し
な
い
の
が
、
相
手
に
対
す
る
単
な

る
生
理
的
反
発
で
も
な
け
れ
ば
、
世
知
に
疎
い
事
の
証
拠
で
も
な
く
、
仁
右
衛

門
の
誇
り
の
現
れ
で
あ
る
こ
と
は
、
次
の
所
を
見
る
と
明
ら
か
で
あ
る
。

今
に
な
俺
ら
汝
に
絹
の
衣
装
べ
着
せ
て
こ
す
ぞ
。
帳
場
の
和
郎

（彼
れ
は

所
き
ら
は
ず
唾
を
は
い
た
）
が
寝
言
べ
こ
く
暇
に
、
俺
ら
親
方
と
膝
つ
き

あ
は
し
て
話
し
て
見
せ
る
か
ん
な
。
自
痴
奴
。
俺
ら
が
事
誰
れ
知
る
も
ん

で
。
　
０
こ

こ
れ
は
第
二
章
に
出
て
く
る

「未
来
の
夢
」
と
呼
応
す
る
内
容
で
、
こ
こ
に
は

仁
右
衛
門
の
自
負
が
ス
ト
レ
ー
ト
に
表
現
さ
れ
て
い
る
と
同
時
に
、
そ
の
自
負

を
支
え
て
い
る
の
が
彼
自
身
の
未
来
像
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
。

仁
右
衛
門
は
心
中
で
は
未
来
の
自
分
を
場
主
と
同
格
に
置
き
、
帳
場
や
笠
井
な

ど
は
自
分
の
相
手
に
は
な
ら
な
い
人
間
と
見
下
げ
て
い
る
の
が
わ
か
る
。
よ
っ

て
現
実
的
に
は
笠
井
と
帳
場
が
優
位
に
あ
っ
て
も
、
頭
を
下
げ
る
な
ど
彼
に
と

っ
て
は
、
も
っ
て
の
ほ
か
な
の
で
あ
る
。
右
の
述
懐
か
ら
、
辞
儀
を
し
な
い
の

は
仁
右
衛
門
の
屈
折
し
た
誇
り
の
表
れ
、
と
読
ま
せ
よ
う
と
す
る
作
者
の
意
図

が
み
え
て
く
る
。

そ
れ
で
は
一
歩
踏
み
込
ん
で
、
仁
右
衛
門
の
誇
り
は
い
っ
た
い
何
に
根
拠
が

あ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
結
論
を
先
に
い
え
ば
、
金
銭
を
も
た
ら
す
身
体
の
力
と

い
え
る
が
、
こ
れ
も
ま
た
仁
右
衛
門
自
身
の
言
葉
か
ら
観
取
さ
れ
る
。

「自
痴
な
こ
と
こ
く
な
て
ば
。
二
両
二
貫
が
何
高
い
べ
。
測
潤
引
洲
倒
釧

は
稼
ぐ
や
う
に
は
造
つ
て
ね
え
の
か
。
（略
）
俺
れ
そ
の
公
事
に
は
乗
ん
ね

え
だ
。
Ｏ
じ

笠
井
の
頼
み

（小
作
料
の
値
下
げ
要
請
へ
の
協
力
）
を
断
る
仁
右
衛
門
の
こ
の



言
葉
に
は
自
分
の
労
働
能
力
へ
の
自
信
が
露
骨
に
表
れ
て
い
る
。
勿
論
笠
井
ヘ

の
反
発
、
夢
の
実
現
の
手
応
え
に
よ
る
親
方
へ
の
心
理
的
肩
入
れ
も
こ
の
拒
絶

の
背
後
に
は
あ
ろ
う
。
実
際
仁
右
衛
門
は
、
驚
く
べ
き
体
力
と
勤
勉
さ
を
併
せ

持
っ
て
い
る
し
、
「汝
た
ち
が
骨
節
は
Ｌ
ム
々
と
い
う
だ
け
あ
っ
て
、
大
金
の
収

入
を
得
た
こ
と
も
あ
る
。
彼
は
強
靭
な
体
力
が
金
を
も
た
ら
し
、
自
分
の
誇
り

の
客
観
的
根
拠
と
な
る
夢
の
実
現
を
可
能
に
す
る
と
思
っ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
仁
右
衛
門
の
誇
り
の
背
後
に
は
、
体
カ
ー
金
銭
―
夢
、
と
い
う
連
鎖

関
係
が
あ
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
仁
右
衛
門
の
誇
り
を
作
者
は
卑
小
な
も
の
と
し
て
描
く
。
つ
ま

り
作
者
は
、
仁
右
衛
門
の
誇
り
の
背
後
に
あ
る
金
銭
へ
の
執
着
、
物
質
主
義
そ

の
も
の
を
、
次
の
よ
う
に
か
な
り
突
き
放
し
て
描
き
、
ま
た
、
騎
り
と
い
う
、

誇
り
の
逸
脱
し
た
負
の
側
面
も
描
い
て
い
る
。

夫
婦
き
り
に
な
る
と
二
人
は
又
別
々
に
な
つ
て
せ
つ
せ
と
働
き
出
し
た
。

（略
）
仁
右
衛
門
は
然
し
元
気
だ
つ
た
。
徊
測
ｄ
劃
劃
刷
調
刻
留
ｕ
例
∃
劉

副
酬
酬
引
瓢
日
倒
Ｈ
Ⅵ
例
引
四
呵
コ
刊
釧
割
習
翻
Ⅵ
劉
ｕ
引
釧
訓
利
瑠
ｑ
畑
側

ｄ
ｄ
副
副
鋼
矧
釧
到
「
利
刊
彼
れ
は
鍬
を
動
か
し
な
が
ら
眉
を
し
が
め
て
夫

れ
を
払
い
落
さ
う
と
試
み
た
。
然
し
い
く
ら
試
み
て
も
光
つ
た
銀
貨
が
落

ち
な
い
の
を
知
る
と
自
痴
の
や
う
に
に
つ
た
り
と
一
人
笑
ひ
を
漏
ら
し
て

ゐ
た
。
公
こ

金
銭
の
魅
力
の
虜
に
な
っ
て
い
る
仁
右
衛
門
の
様
子
が
戯
画
化
さ
れ
て
お
り
、

滑
稽
そ
の
も
の
で
あ
る
。
「頭
の
中
の
一
段
高
い
所
Ｌ
ム
々
と
い
う
皮
肉
は
、
仁

右
衛
門
に
と
っ
て
の
金
銭
の
重
み
を
示
唆
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
七
章
の
函

館
の
街
の
場
面
で
、
「そ
の
一
本
の
柱
に
も
驚
く
べ
き
費
用
を
想
像
し
た
」
と
、

建
物
を
す
ぐ
金
銭
に
換
算
し
て
い
る
こ
と
も
こ
れ
と
呼
応
す
る
。
ま
た
作
者
は
、

夢
の
実
現
が
順
調
に
い
っ
て
い
る
と
み
え
る
と
、
彼
の
自
信
は
、
誇
り
を
通
り

越
し
て
騎
り
の
相
を
呈
す
る
こ
と
も
描
い
て
い
る
。
「仁
右
衛
門
は
あ
た
り
近
所

の
小
作
人
に
対
し
て
二
言
目
に
は
喧
嘩
面
を
見
せ
た
只
三
）
と
あ
る
の
で
あ
る
。

そ
も
そ
も
仁
右
衛
門
の
誇
り
に
は
過
剰
と
い
う
問
題
が
あ
る
の
だ
が
、
そ
れ

が
笠
井
や
帳
場
を
相
手
と
し
て
描
か
れ
る
時
は
、
現
実
的
に
は
仁
右
衛
門
が
劣

位
の
た
め
、
読
み
手
に
は
肯
定
的
に
受
け
取
ら
れ
る
。
ま
た
、
仁
右
衛
門
の
誇

り
に
対
す
る
語
り
手
の
思
い
入
れ
も
窺
わ
れ
る
。
語
り
手
は
、
函
館
の
街
並
み

に
驚
く
仁
右
衛
間
が
、
「そ
ん
な
事
に
負
け
て
は
ゐ
ま
い
と
」
す
る
誇
り
に
励
ま

さ
れ
て
歩
く
様
子
を
、
「巨
人
の
や
う
に
」
（七
）
と
表
現
す
る
。
ま
た
、
赤
痢

で
死
に
か
か
る
赤
ん
坊
に
笠
井
が
呪
術
的
な
治
療
を
施
す
の
を
、
仁
右
衛
門
が

す
が
る
気
持
で
見
つ
め
て
い
る
場
面
に
も
注
目
し
た
い
。
語
り
手
は
そ
の
様
子

を
、
「到
ｄ
劃
ｕ
釧
司
拝
む
や
う
な
眼
で
笠
井
を
見
守
つ
た
」
と
反
発
を
込
め
て

描
い
て
い
る
。
笠
井
な
ど
の
前
に
誇
り
を
拠
っ
た
仁
右
衛
門
へ
の
語
り
手
自
身

の
反
発
、
裏
を
返
せ
ば
、
仁
右
衛
門
の
誇
り
へ
の
思
い
入
れ
が
観
取
さ
れ
る
。

つ
ま
り
、
語
り
手
は
仁
右
衛
門
の
誇
り
に
対
し
て
肯
定
と
否
定
相
反
す
る
二
重

の
ス
タ
ン
ス
を
取
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
最
終
章
に
お
い
て
仁
右
衛
門
の
誇

り
が
、
裁
断
さ
れ
る
と
同
時
に
質
的
変
化
を
遂
げ
る
の
は
必
然
の
結
果
と
い
え

卜
？
つ
。２

　
裁
断
さ
れ
る
騎
り

騎
り
は
相
手
に
よ
っ
て
は
打
っ
て
変
わ
っ
て
卑
下
に
変
容
す
る
も
の
で
あ
る
。

そ
の
変
容
の
ド
ラ
マ
が
描
か
れ
て
い
る
の
が
、
場
主
と
の
対
面
の
場
面
に
他
な

ら
な
い
。

仁
右
衛
門
の
誇
り
は
、
場
主
の
金
銭
の
∧
権
威
∨
の
前
で
ひ
と
た
ま
り
も
な

く
、
挫
か
れ
、
彼
は
た
だ
恐
れ
お
の
の
く
惨
め
な
小
作
農
に
転
落
す
る
。
彼
の

誇
り
の
根
拠
が
場
主
の
∧
権
威
∨
と
同
じ
く
物
質
に
そ
の
核
心
が
あ
り
、
両
者



は
明
ら
か
に
優
劣
関
係
に
置
か
れ
ざ
る
を
得
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
仁

右
衛
門
の

「巨
人
」
か
ら

「小
さ
」
き
も
の
へ
の
転
落
と
い
う
反
転
は
仁
右
衛

門
だ
け
を
裁
断
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
つ
ま
り
、
こ
の
反
転
に
は
、
仁
右
衛

門
の
よ
う
な
農
夫
を
も
見
る
影
も
な
く
矮
小
化
さ
せ
る
地
主
制
度
に
対
す
る
作

者
の
批
判
も
込
め
ら
れ
て
い
る
。
契
約
書
と
い
う
抽
象
的
な
形
で
示
さ
れ
た
地

主
の
力
に
対
し
て
は
、
「
こ
れ
だ
け
の
事
で
飯
の
種
に
あ
り
つ
け
る
の
は
あ
り
が

た
い
事
だ
」
２

）
と
思
っ
た
り
、
「糞
を
喰
ら
へ
」
含
こ
と
そ
の
規
約
を
無
視

し
て
平
気
だ
っ
た
、
無
知
な
彼
で
あ
る
が
、
眼
を
見
張
る
程
の
物
質
の
形
で
現

れ
て
い
る
地
主
の
力
に
は
た
だ
恐
れ
入
る
ば
か
り
で
あ
る
。
有
島
は
、
地
主
の

富
み
が
、
小
作
農
を
卑
下
へ
と
追
い
や
り
、
抵
抗
心
さ
え
起
こ
さ
せ
な
い
∧
権

威
∨
へ
と
変
貌
す
る
理
不
尽
、
恐
ろ
し
さ
を
、
仁
右
衛
門
と
地
主
と
の
対
面
の

場
面
を
通
し
て
見
事
に
原
初
的
な
形
で
形
象
化
し
て
見
せ
て
い
る
。

そ
れ
で
は
、
仁
右
衛
門
の
誇
り
は
完
全
に
失
わ
れ
た
の
か
。
そ
う
で
は
な
い
。

次
の
節
を
読
む
と
、
仁
右
衛
門
の
誇
り
は
深
手
を
負
い
な
が
ら
も
息
づ
い
て
い

る
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。

「馬
鹿
」
そ
の
声
は
動
と
も
す
る
と
彼
れ
の
耳
の
中
で
怒
鳴
ら
れ
た
。
何

と
い
ふ
暮
ら
し
の
違
ひ
だ
。
何
と
い
ふ
人
間
の
違
ひ
だ
。
親
方
が
人
間
な

ら
俺
れ
は
人
間
ぢ
や
な
い
。
俺
れ
が
人
間
な
ら
親
方
は
人
間
ぢ
や
な
い
。

彼
れ
は
さ
う
思
つ
た
。
而
し
て
唯
果
れ
て
黙
つ
て
考
へ
こ
ん
で
し
ま
つ
た
。

「馬
鹿
」
と
言
わ
れ
な
が
ら
恐
れ
入
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
自
分
と
権
威
に
満

ち
た
地
主
と
の
差
異
、
そ
し
て
暮
ら
し
の
差
異
、
と
い
う
発
見
は
仁
右
衛
門
に

と
っ
て
強
い
衝
撃
で
あ
っ
た
。
し
か
し
彼
は
、
本
下
尚
江
作

「良
人
の
自
白
」

（明
治
三
七
～
二
九
）
に
出
て
く
る
小
作
農
与
三
郎
の
よ
う
に
、
日
地
は

「天

頭
様
」
の
も
の
、
と
い
う
認
識
を
持
っ
て
い
る
の
で
も
な
い
し
、
無
学
な
の
で
、

与
三
郎
の
よ
う
に
地
主
の
搾
取
に
つ
い
て
辛
辣
に
批
判
す
る
こ
と
も
出
来
な
い
。

無
知
な
仁
右
衛
門
は
自
分
が
感
じ
る
圧
迫
感
と
地
主
と
の
生
活
の
違
い
の
不
当

さ
を
理
路
整
然
と
表
す
こ
と
は
出
来
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
「果
れ
て
」
と

い
う
言
葉
か
ら
も
彼
が
両
者
の
落
差
を
抵
抗
な
く
受
け
入
れ
て
い
な
い
の
は
明

ら
か
で
あ
る
。
ま
た
こ
の
箇
所
は
、
同
じ
く
支
配
者
対
被
支
配
者
と
い
う
対
立

の
構
図
を
持
つ

「か
ん
か
ん
虫
」
の
中
で
ヤ
コ
フ
が
、
支
配
者

「人
間
」
が
自

分
た
ち
労
働
者
を
「虫
」
と
侮
蔑
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
「虫
た
あ
何
ん
だ
…
…
出

来
損
な
つ
た
つ
て
人
間
様
は
人
間
様
だ
ら
う
」
と
言
っ
て
い
る
所
と
響
き
合
っ

て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
傍
線
を
引
い
た
仁
右
衛
門
の
内
的
独
自
は
方
向
と

し
て
は
、
「し
か
し
本
当
は
同
じ
人
間
ぢ
ゃ
な
い
か
」
と
い
う
自
間
に
向
か
う
の

で
は
な
か
ろ
う
か
。
退
場
と
い
う
選
択
も
そ
れ
を
裏
付
け
る
と
思
わ
れ
る
。

場
主
は
退
場
を
命
じ
て
は
い
な
い
。
従

っ
て
、
仁
右
衛
門
が
自
作
農
に
な
る

夢
に
執
着
す
る
な
ら
、
農
場
に
留
ま
れ
な
い
こ
と
も
な
い
。
し
か
し
、
農
場
に

残
る
と
い
う
こ
と
は
、
地
主
が
そ
の
支
配
者
で
あ
る
こ
と
を
思
い
知
っ
た
以
上
、

場
主
の
命
令
に
従
う
こ
と
を
意
味
す
る
。
と
こ
ろ
が
、
そ
の
命
令
、
「来
年
か
ら

は
魂
を
入
れ
か
へ
ろ
。
辞
儀
の
一
つ
も
す
る
事
を
覚
え
て
か
ら
出
直
し
て
来
い
、

馬
鹿
」
の
意
味
は
重
い
。
な
ぜ
な
ら
、
辞
儀
を
し
な
い
の
は
仁
右
衛
門
を
支
え

て
い
る
誇
り
の
表
象
、
と
い
う
こ
と
を
想
起
す
る
と
、
地
主
の
言
葉
は
仁
右
衛

門
の
あ
り
よ
う
の
根
本
的
な
変
革
、
そ
れ
こ
そ
魂
の
変
革
を
命
令
す
る
も
の
に

他
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
誇
り
の
代
わ
り
に
卑
下
あ
る
い
は
、
面

従
腹
背
の
護
身
に
生
き
る
多
く
の
小
作
農
の
群
に
同
化
す
る
こ
と
を
仁
右
衛
門

は
要
求
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
仁
右
衛
門
は
農
場
を
去
る
。
仁
右
衛
門
の
物
質
主
義
的
な
誇
り
は
場

主
の
前
で
消
失
し
た
。
し
か
し
、
仁
右
衛
門
の
目
覚
め
か
け
た
、
他
へ
の
屈
従

を
よ
じ
と
し
な
い
人
間
そ
の
も
の
に
備
わ
っ
て
い
る
誇
り
は
、
た
と
え
夢
の
た

め
と
は
い
え
、
屈
従
的
な
生
を
己
に
強
い
る
こ
と
を
拒
ん
だ
の
だ
と
考
え
ら
れ



る
。
つ
ま
り
退
場
と
い
う
結
末
に
は
、
彼
が
自
分
の
誇
り
を
放
棄
し
な
い
と
い

う
、
積
極
的
な
意
味
が
暗
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
漂
浪
の
旅
の
つ

ら
さ
を
思
い
だ
し
て
泣
き
出
す
妻
を
、
仁
右
衛
門
は

「意
外
に
も
」
叱
り
つ
け

な
い
。
以
前
は
強
者
で
あ
る
こ
と
を
誇
り
に
し
た
彼
の
内
面
に
変
化
が
起
こ
っ

た
こ
と
を
窺
わ
せ
る
も
の
と
い
え
よ
う
。

３
　
同
時
代
作
品
か
ら
み
た
位
置
づ
け

以
上
の
考
察
か
ら
、
仁
右
衛
門
の
誇
り
は
彼
に
と
っ
て
内
的
支
柱
で
あ
り
、

ま
た
そ
れ
は
質
的
変
化
を
遂
げ
て
い
る
の
が
暗
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か

に
な
っ
た
。
と
こ
ろ
で
こ
う
い
う
仁
右
衛
門
像
は
、
同
時
代
の
作
品
の
農
夫
像

と
比
較
す
れ
ば
、
異
彩
を
放
っ
て
い
る
。
例
え
ば
、
「南
小
泉
村
」
を
引
き
合
い

に
出
し
て
み
よ
う
。

渠
等
の
根
性
の
卑
吝
は
云
ふ
迄
も
無
い
こ
と
、
改
め
て
こ
ゝ
に
云
は
ぬ
に

し
て
も
、
渠
等
が
い
か
に
も
訴
訟
上
手
な
事
も
、
僕
に
は
厭
悪
の
一
つ
と

な
る
。
（略
）
そ
の
上
べ
ん
ち
や
ら
の
巧
い
こ
と
。
朴
訥
ら
し
い
重
い
口
を

動
か
し
て
、
町
の
人
に
は
気
が
射
し
て
云
は
れ
ぬ
お
世
辞
を
、
平
気
で
ツ

ケ
／
ヽ
云
つ
て
、
自
尊
高
い
城
下
の
衆
を
巧
に
喜
ば
せ
て
居
る
。
人
に
は

制

劉

刑

則

到

引

劉

ョ

到

潤

口

翻

□

∃

劃

国

劃

日

翻

剌

る
も
の
だ
。
（第

一
）

右
の
内
容
は
、
お
辞
儀
は
し
な
い
、
訴
訟
は
下
手
、
の
仁
右
衛
門
と
は
対
照
的

な
笠
井
、
或
い
は
、
宮
本
百
合
子
作

「貧
し
き
人
々
の
群
」
（大
正
五
。九

『中

央
公
論
し

に
出
て
く
る
、
お
世
辞
上
手
の
貧
乏
農
民
た
ち
を
連
想
さ
せ
る
も
の

で
あ
る
。
誇
り
ど
こ
ろ
か
品
性
の
卑
劣
さ
が
特
徴
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
の

が
分
か
る
。

ま
た
、
藤
村
の
「千
曲
川
の
ス
ケ
ツ
チ
」
や
、
久
米
正
雄
の
「阿
武
隅
心
中
」

（大
正
五
上

○

『新
思
潮
し

等
に
描
か
れ
て
い
る
農
民
の
場
合
は
、
卑
劣
さ

は
見
受
け
ら
れ
な
い
が
、
誇
り
と
は
縁
の
遠
い
卑
下
や
諦
念
が
窺
わ
れ
る
。
前

者
の
中
に
出
て
く
る
百
姓
の
隠
居
は
「
お
百
姓
な
ぞ
は
、
能
の
無
い
も
の
の
為

る
こ
ん
で
す
…
…
ヒ

（「農
夫
の
生
活
し

と
自
嘲
の
言
葉
を
こ
ぼ
し
、
「阿
武
隈

心
中
」
に
出
て
く
る
老
農
夫
は
、
「土
に
噛
ぢ
り
つ
い
て
水
薯
ば
つ
か
し
食
つ
て

ゐ
る
よ
り
か
、
町
へ
出
れ
あ
煙
草
専
売
所
で
一
日
八
十
銭
取
れ
る
時
世
だ
も
の

（略
）
時
世
が
お
ら
だ
け
取
り
の
こ
し
て
、
ぐ
ん
／
ヽ
行
つ
ち
ま
つ
た
ん
だ
。

お
ら
に
あ
も
う
用
は
無
え
だ
。

」
と
諦
念
の
思
い
を
あ
ら
わ
に
す
る
。　
一
方
、
仁

右
衛
門
と
似
て
非
な
る
形
象
を
さ
れ
て
い
る
の
は
、
島
崎
藤
村
の

「藁
草
履
」

（明
治
二
五
。
一
一
『明
星
し

の
主
人
公
源
吉
で
あ
る
。
藁
草
履
と
あ
だ
名
さ

れ
る
若
い
農
夫
源
は
、
強
靭
な
体
力
に
恵
ま
れ
て
い
て
、
「標
惇
」
だ
と
い
う
点

で
は
仁
右
衛
門
と
共
通
点
を
も
つ
が
、
源
の
特
徴
と
し
て
描
か
れ
る
の
は
功
名

心
、
尊
大
さ
で
あ
る
。

功
名
心
の
深
い
源
は
、
其
日
の
競
馬
の
催
に
野
辺
が
原
附
近
の
村
々
か
ら

集
る
強
敵
を
相
手
に
し
て
、
晴
の
勝
負
を
争
ふ
意
気
込
で
し
た
。
最
後
の

勝
利
、
無
上
の
栄
誉
、
な
ど
を
考
へ
て
、
昨
夜
は
お
ち
お
ち
眠
り
ま
せ
ん
。

（略
）
そ
こ
こ
ゝ
と
馬
を
引
廻
し
て
、
様
々
観
相
も
弁
へ
な
い
者
が

『そ

い
ツ
た
つ
て
も
、
ま
ア
良
い
馬
だ
い
な
ア
』
と
で
も
褒
め
や
う
も
の
な
ら
、

そ
れ
こ
そ
源
は
人
を
見
下
し
た
日
付
を
し
て
、
肩
を
動
つ
て
歩
く
。

功
名
心
に
浮
か
れ
て
い
る
様
子
、
人
の
褒
め
言
葉
に
思
い
上
が
り
や
す
い
軽
薄

な
性
質
が
滑
稽
に
描
か
れ
て
い
る
。
仁
右
衛
門
の
方
も
、
競
馬
に
出
て
馬
を
褒

め
ら
れ
る
と
、
「
い
ゝ
気
持
ち
に
な
つ
て
、
い
や
で
も
勝
つ
て
見
せ
る
ぞ
と
思
つ

た
」
と
あ
る
の
で
、
功
名
心
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、
彼
の
支
え
と

な
っ
た
り
、
彼
を
思
い
上
が
ら
せ
た
り
す
る
の
は
、
誇
り
で
あ
り
、
自
信
で
あ

っ
て
、
人
の
賞
賛
で
は
な
い
。
そ
れ
に
対
し
て
源
は
、
「尊
大
な
源
の
生
命
は
名



誉
で
す
。
そ
の
名
誉
が
身
を
離
れ
た
と
す
れ
ば
、
残
る
源
は
―
―
な
ん
で
せ
う
。

自
分
で
自
分
を
思
ひ
や
る
と
、
急
に
胸
が
込
上
げ
て
来
て
」
と
あ
る
よ
う
に
、

自
ら
へ
の
信
頼
や
誇
り
は
な
く
、
人
の
賞
賛
に
拘
泥
す
る

「凡
夫
」
な
の
で
あ

る
。
最
後
に
、
「自
分
の
欲
す
る
侭
、
則
ち
性
能
の
命
令
通
り
に
一
生
を
渡
つ
て

来
た
」、
「放
恣
な
る
自
然
の
発
展
を
人
に
示
」
し
た

「自
然
児
」
と
い
う
、
「重

右
衛
門
の
最
後
」
（明
治
二
五
・五
）
の
主
人
公
を
よ
こ
に
お
い
て
見
る
と
、
重

右
衛
門
と
仁
右
衛
門
と
で
は
、
自
他
破
壊
的
衝
動
へ
と
自
己
を
駆
り
立
て
る
劣

等
感
と
、
夢
の
実
現
へ
と
自
己
を
奮
い
立
た
せ
る
誇
り
、
と
い
う
明
確
な
違
い

が
認
め
ら
れ
、
仁
右
衛
門
を
自
然
児
と
捉
え
た
場
合
に
も
そ
の
在
り
よ
う
を
同

時
代
文
学
の
中
で
相
対
化
す
る
際
に
は

「誇
り
」
は
重
要
な
意
味
を
お
び
て
く

２つ
。

お

わ

り

に

以
上
、
仁
右
衛
門
を
動
か
す
重
要
な
内
面
的
要
素
と
思
わ
れ
る
、
「
お
び
え
」

と

「誇
り
」
に
注
目
し
、
そ
れ
が
ど
の
よ
う
に
描
か
れ
、
作
品
の
展
開
に
関
わ

っ
て
い
る
の
か
を
考
察
し
た
。
「カ
イ
ン
の
末
裔
」
の
ド
ラ
マ
は
仁
右
衛
門
の
意

識
の
側
面
か
ら
見
れ
ば
、
「
お
び
え
」
と

「誇
り
」
が
拮
抗
し
て
い
る
ド
ラ
マ
で

あ
り
、
作
品
は

「誇
り
」
の
質
的
変
化
を
暗
示
し
て
終
わ
っ
て
い
る
。
仁
右
衛

門
は
物
質
主
義
的
誇
り
を
支
え
て
い
た
通
俗
的
な
夢
を
放
棄
し
、
他
へ
の
屈
従

を
拒
否
す
る
と
い
う
人
間
本
然
の
誇
り
を
選
ん
だ
。
こ
の
こ
と
は
従
来
あ
ま
り

言
わ
れ
な
か
っ
た
が
、
こ
の
作
品
の
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
性
格
を
物
語
る
。
ま

た
有
島
は
、
仁
右
衛
門
と
地
主
と
の
対
面
の
場
面
を
通
し
て
、
資
本
主
義
に
庇

護
さ
れ
て
い
た
地
主
制
度
の
問
題
性
を
告
発
し
た
。
し
か
し
リ
ア
リ
ズ
ム
の
小

説
と
読
む
場
合
、
限
界
も
指
摘
で
き
る
。
仁
右
衛
門
の
救
済
が
屈
従
を
拒
む
誇

り
と
い
う
個
人
の
人
格
的
次
元
に
お
い
て
な
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
そ
れ
以
上

社
会
的
問
題
と
し
て
追
究
さ
れ
な
い
し
、
ま
た
、
別
の
機
会
に
論
じ
た
い
と
思

う
が
、
仁
右
衛
門
の
夢
を
、
「奇
跡
の
護
符
の
や
う
な
」
と
の
比
喩
表
現
で

「夢

想
」
の
ご
と
く
暗
示
し
て
い
る
の
は
時
代
状
況
の
的
確
な
反
映
で
は
な
い
か
ら

で
あ
る
。
と
は
い
う
も
の
の
、
同
時
代
小
説
の
中
の
農
民
の
在
り
よ
う
が
、
卑

劣
さ
や
狡
猾
さ
、
あ
る
い
は
卑
下
や
諦
念
を
特
徴
と
し
て
い
る
こ
と
を
考
え
る

と
、
お
び
え
と
措
抗
す
る
誇
り
を
仁
右
衛
門
の
造
型
の
根
幹
に
据
え
て
い
る
こ

と
は
、
同
時
代
の
農
民
像
を
相
対
化
す
る
と
同
時
に
、
下
層
に
生
き
る
人
の
人

間
性
回
復
へ
の
願
い
も
感
じ
ら
れ
る
。
野
性
、
自
然
、
本
能
と
い
う
側
面
に
だ

け
注
目
し
て
は

「
カ
イ
ン
の
末
裔
」
に
対
す
る
正
当
な
評
価
は
下
せ
な
い
と
思

，ｎ
′
。

圧ヽ（１
）

出
典
は
紙
面
の
関
係
上
省
く
。
注
（２
）
の
論
文
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（２
）
　

日
カ
イ
ン
の
末
裔
』
研
究
史
ノ
ー
ト
」
∩
常
葉
国
文
』
昭
和
五
七

・
六
）

（３
）

傍
線
は
引
用
者
。
以
下
の
引
用
の
傍
線
も
同
じ
。
有
島
の
作
品
お
よ
び
文
章
か
ら

の
引
用
は
筑
摩
書
房
の
全
集

（昭
和
五
五
年
）
に
拠
り
、
漢
字
の
旧
字
体
は
新
字
体

に
改
め
た
。
以
下
、
他
の
引
用
に
お
け
る
漢
字
も
同
じ
。

（４
）
　

「文
明
に
怯
え
る
仁
右
衛
門
の
野
人
的
特
徴
こ
と
す
る
吉
田
俊
彦
氏

（弓
カ
イ
ン

の
末
裔
』
考
」
「岡
山
大
学
教
養
部
紀
要
』
平
成
二

・
七
）
の
指
摘
な
ど
。

（５
）
　

「農
場
で
も
鉱
山
で
も
飯
を
食
ふ
為
め
に
は
さ
う
云
ふ
紙
の
端
に
盲
判
を
押
さ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
ふ
事
は
心
得
て
ゐ
た
」
２

）
と
い
う
こ
と
や
、
「妻
は
良
人

の
心
持
ち
が
分
る
と
又
長
い
苦
し
い
漂
浪
の
生
活
を
思
ひ
や
つ
て
」
（七
）
と
い
う
叙

述
が
仁
右
衛
門
の
渡
り
者
の
経
歴
を
端
的
に
表
し
て
い
る
。

（６
）

例
え
ば
、
三
島
霜
川

「悪
血
」
翁
新
小
説
」
明
治
四
〇

・
六
）。
「わ
た
り
者
の
労

働
者
は
、
銭
を
得
る
ま
々
に
、
酒
を
飲
む
、
賭
博
を
行
る
、
女
を
購
ふ
、
処
女
を
辱

め
る
、
人
妻
を
姦
す
る
、
喧
嘩
を
す
る
、
放
逸
横
暴
、
傍
若
無
人
の
振
舞
に
沿
道
の

安
寧
を
掻
乱
す
の
で
あ
ツ
た
。
（略
）
彼
等
に
取
ツ
て
は
人
の
道
と
か
体
面
と
か
、
ま

た
は
善
と
か
悪
と
か
い
ふ
こ
と
は
何
ん
の
意
味
も
無
け
れ
ば
価
値
も
無
い
。
（略
）
社

会
は
余
り
多
く
彼
等
を
眼
中
に
置
い
て
居
ら
ぬ
が
、
彼
等
も
ま
た
社
会
を
何
ん
と
も

思
ツ
て
ゐ
な
い
」

（７
）

江
馬
修
の

「な
ま
け
も
の
」
η
早
稲
田
文
学
』
明
治
四
五

・
六
）
の
主
人
公
等
。



（８
）

例
え
ば

「土
」
の
勘
次
は
渡
り
者
の
労
働
者
を
次
の
よ
う
に
恐
れ
る
。

「勘
次
は
そ
れ
か
ら
復
た
利
根
川
の
工
事

へ
行
か
ね
ば
な
ら
な
い
と
思
つ
て
居
た
。

そ
れ
は
彼
が
僅
の
間
に
見
た
放
浪
者
の
怖
ろ
し
さ
を
思
つ
て
、
仮
令
ど
う
し
て
も

其
統
領
を
欺
い
て
そ
の
僅
少
な
前
借
の
金
を
踏
み
倒
す
程
の
料
簡
が
起
さ
れ
な
か

つ
た
の
で
あ
る
。
其
の
内
に
帳
元
か
ら
葉
書
が
来
た
。
彼
は
只
管
恐
怖
し
た
。

」
引

用
は

■長
塚
節
全
集
」
（昭
和
五

一
年
、
春
陽
堂
）
第

一
巻

（五
）
に
拠
る
。

（９
）

野
村
愛
正
は
大
正
五
年
、
「同
人
誌
を
介
し
て
有
島
に
知
ら
れ
、
そ
の
推
薦
に
よ
り

『太
陽
し
に

「土
の
霊
」
（大
正
七
上

）、
引
き
続
き
、
■文
章
世
界
」
に

「保
安
林

盗
伐
」
を
掲
載
」
し
て
い
る
。
「日
本
近
代
文
学
大
事
典
」
に
拠
る
。

（１０
）

「土
」
の
方
だ
け
引
用
す
る
。
「貧
乏
な
小
作
人
の
常
と
し
て
彼
等
は
何
時
で
も
恐

怖
心
に
襲
わ
れ
て
い
る
。
殊
に
其
の
地
主
を
憚
る
こ
と
は
尋
常
で
は
な
い
」
（五
）

〈ｎ
）

こ
の
場
面
で
も
結
局
仁
右
衛
門
は
、
「辞
儀
も
せ
ず
に
夢
中
で
立
上
」
が
る
。
た
だ
、

こ
の
場
合
辞
儀
を
し
な
い
の
は
、
気
が
動
転
し
て
い
る
こ
と
の
現
れ
と
読
む
の
が
適

切
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
れ
で
仁
右
衛
門
は
作
中
で

一
回
も
辞
儀
を
し
な
い
。
辞

儀
を
さ
せ
た
く
な
い
と
い
う
作
者
の
思
い
入
れ
が
感
じ
ら
れ
な
く
も
な
い
。

（‐２
）

外
尾
登
志
美
氏
は

「有
島
武
郎
―

「個
性
」
か
ら

「社
会
」
へ
』
（平
成
九
・四
）

の
中
で
場
主
の
も
つ

「文
化
の
力
」
が
仁
右
衛
門
の

「人
間
本
来
の
力
」
を

「威
圧

し
、
萎
縮
さ
せ
て
し
ま
っ
た
」
と
し
、
両
者
の
力
の
異
質
性
を
説
く
が
、
物
質
性
と

い
う
共
通
性
に
こ
そ
仁
右
衛
門
の
敗
因
が
あ
る
。

（・３
）

例
え
ば
次
の
よ
う
な
と
こ
ろ
。
「何
か
と
言
へ
ば
小
作
人
ノ
て
、
と
見
下
げ
や
が
る
、

一
体
誰
の
お
陰
で
贅
沢
な
真
似
し
て
居
る
だ
、
―
―
泥
棒
め
―
―
沙

一
粒
で
も
籾

一

粒
で
も
、
貴
様
達
の
手
に
出
来
た
も
の
が
あ
る
だ
か
」
「良
人
の
自
白
」
上
篇

（六
）

引
用
は

『木
下
尚
江
全
集
」
２

九
九
〇
年
、
教
文
館
）
第
二
巻
に
拠
る
。

（・４
）

例
え
ば
次
の
よ
う
な
箇
所
。
「大
の
男
が
た
っ
た
五
円
の
金
を
貫
お
う
と
し
て
、
幾

度
お
辞
儀
を
し
、
哀
れ
み
を
乞
う
た
こ
と
か
！

（略
）
愚
に
も
つ
か
な
い
賛
辞
を
呈

せ
ら
れ
た
り
、
お
だ
て
ら
れ
た
り
す
る
の
を
、
別
に
ど
う
し
よ
う
で
も
な
く
、
ど
う

し
よ
う
力
も
な
く
、
聞
い
て
す
ま
し
た
様
子
を
し
て
い
る
」
引
用
は

「宮
本
百
合
子

全
集
し
２

九
八
二
年
、
新
日
本
出
版
社
）
第

一
巻
に
拠
る
。

（‐５
）

明
治
四
四
年
六
月
か
ら
大
正
元
年
八
月
ま
で

「中
学
世
界
」
に
断
続
的
に
掲
載
さ

れ
た
。
引
用
は

『島
崎
藤
村
全
集
』
（昭
和
二
四
年
、
新
潮
社
）
第
二
巻
に
拠
る
。

（・６
）

と
こ
ろ
で
興
味
深
い
こ
と
は
、
「阿
武
隈
心
中
」
の
老
農
夫
の
言
葉
か
ら
も
分
か
る

よ
う
に
、
こ
れ
ら
の
作
品
に
お
い
て
、
農
民
の
さ
も
し
さ
や
卑
下
、
諦
念
と
い
う
の

が
、
盛
況
を
誇

っ
て
い
る
町
、
つ
ま
り
産
業
化
の
進
む
都
会
と
田
舎
と
の
落
差
か
ら

生
ま
れ
て
い
る
と
捉
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
仁
右
衛
門
の
誇
り
が
函
館
の
町

に
住
む
場
主
の
権
威
の
ま
え
で
挫
か
れ
た
こ
と
を
思
い
起
こ
せ
ば
、
農
民
を
矮
小
化

さ
せ
る
都
会
と
い
う
側
面
は
共
通
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

（‐７
）

ち
な
み
に
、
源
の
父
親
も
若
い
時
は
源
と
同
じ
で
あ
っ
て
、
と
う
と
う
村
に
も
居

ら
れ
な
い
よ
う
に
な
っ
た
が
、
「漸
と
目
が
覚
め
て
心
を
入
替
え
」
た
そ
う
だ
。
原
の

未
来
像
の
可
能
性
の
あ
る
若
き
日
の
源
の
父
親
の
改
心
は
、
場
主
の
命
令
通
り
心
を

入
れ
替
え
よ
う
と
は
し
な
い
仁
右
衛
門
と
は
対
照
を
な
す
の
で
あ
る
。

（‐８
）

語
り
手
は
破
壊
的
衝
動
に
駆
ら
れ
る
重
右
衛
門
の
心
理
を
次
の
よ
う
に
描
く
。

「親
が
憎
い
、
己
を
不
具
に
生
み
付
け
た
親
が
憎
い
。
と
な
る
と
、
（略
）
回
惜
し

く
つ
て
ノ
く
、
、
忌
々
し
く
て
′
ヽ
出
来
る
も
の
な
ら
ば
、
こ
の
天
地
を
引
裂
い
て
、

こ
の
世
の
中
を
間
に
し
て
、
そ
れ
で
、
自
分
も
真
逆
様
に
そ
の
暗
い
深
い
穴
の
中
に

落
ち
て
行
つ
た
な
ら
、
何
ん
な
に
心
地
が
快
い
だ
ら
う
と
い
ふ
や
う
な
浅
ま
し
い
心

が
起
る
」。
「重
右
衛
門
の
最
後
」
の

（八
）。
引
用
は

「日
本
近
代
文
学
全
集
」
（角

川
書
店
）
第

一
九
巻
に
拠
る
。

（・９
）

有
産
階
級
で
あ
る
有
島
は

「現
実
的
に
解
決
の
方
向
を
追
究
す
る
」
こ
と
が
で
き

ず
、
「万
事
は
宿
命
に
す
り
代
わ
っ
て
し
ま
」
っ
た
、
「仁
右
衛
門
に
放
浪
を
選
ば
せ

た
の
は
作
者
で
あ
る
」
∩
■
カ
イ
ン
の
末
裔
」
私
論
」
「立
正
女
子
大
国
文
』
昭
和
五

〇

。
三
）
と
す
る
江
種
満
子
氏
の
指
摘
は
部
分
的
に
は
賛
成
す
る
。

（２０
）

拙
稿

「有
島
武
郎

『カ
イ
ン
の
末
裔
」
に
お
け
る
仁
右
衛
門
の
夢
に
つ
い
て
」
翁
解

釈
」
平
成

一
一
年
七

・
八
月
号
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

―
―
本
学
大
学
院
博
士
後
期
課
程
―
―


