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一
、「
予
告
」
の
存
在
感

田
山
花
袋
『
田
舎
教
師
』⑴
の
刊
行
は
明
治
四
十
二
年
十
月
で
あ
る
。「
明
治
三
十
四
五
年
か
ら
七
八
年
代
の
日
本
の
青
年
」⑵
を
描
い
た

こ
の
作
品
は
、
発
表
当
時
か
ら
青
少
年
た
ち
の
感
動
を
呼
び
、
今
な
お
花
袋
の
代
表
作
と
し
て
認
知
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
青
少
年
読
者
の

中
に
、
片
岡
鉄
兵
が
い
た
。

片
岡
の
「
文
学
的
紀
行
」⑶
は
、
彼
が
昭
和
十
三
年
四
月
、
横
光
利
一
・
川
端
康
成
と
共
に
熊
谷
・
行
田
・
羽
生
、
す
な
わ
ち
『
田
舎

教
師
』
の
舞
台
を
「
巡
礼
」
し
た
旅
に
つ
い
て
書
い
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
旅
に
片
岡
を
駆
り
立
て
た
の
は
「
読
み
終
つ
て
巻
を

お
く
能
は
ず
」
と
言
う
ほ
ど
の
作
品
へ
の
感
動
に
他
な
ら
な
い
。
し
か
し
気
に
な
る
の
は
少
年
時
代
の
彼
が
、「
こ
の
書
が
田
舎
の
書
店

に
出
る
の
を
待
ち
か
ね
て
購
い
、
貪
る
が
如
く
読
ん
だ
」
こ
と
で
あ
る
。

片
岡
は
な
ぜ
「
待
ち
か
ね
て
」
い
た
の
か
。
そ
の
理
由
を
単
に
、
彼
が
流
通
の
遅
延
す
る
地
方
（
片
岡
の
出
身
は
岡
山
県
で
あ
る
）
に

い
た
か
ら
、
あ
る
い
は
各
所
に
広
告
が
掲
載
さ
れ
て
い
た
か
ら
だ
と
合
点
す
る
の
は
、
恐
ら
く
充
分
で
は
な
い
。
同
様
に
、「
新
声
」
に

掲
載
さ
れ
た
書
評
で
「
長
い
間
予
告
も
あ
り
噂
も
あ
つ
た
田
山
氏
の
田
舎
教
師
が
漸
く
出
来
た
」⑷
と
あ
る
「
予
告
」
も
、
広
告
や
彙
報

一

brought to you by COREView metadata, citation and similar papers at core.ac.uk

provided by Kwansei Gakuin University Repository

https://core.ac.uk/display/143631853?utm_source=pdf&utm_medium=banner&utm_campaign=pdf-decoration-v1


・
雑
報
を
の
み
指
す
わ
け
で
は
な
か
ろ
う
。

次
の
事
項
も
確
認
し
て
お
こ
う
。
十
一
月
七
日
の
読
売
新
聞
紙
上
の
合
評
⑸
に
お
い
て
、「
葛
山
人
」
は
「
成
る
べ
く
日
記
中
の
人
物

か
ら
外
れ
出
ぬ
や
う
に
し
て
、
し
か
も
日
記
中
の
文
字
の
裏
に
主
人
公
の
心
身
の
変
遷
を
見
破
ら
う
と
し
た
苦
心
も
認
め
ら
れ
た
」
と

『
田
舎
教
師
』
を
評
価
し
た
。
一
方
、「
Ｘ
Ｙ
Ｚ
」
は
「
核
略
性
の
肺
病
に
な
る
と
尚
一
層
此
欲
は
燃
え
る
と
云
ふ
事
だ
が
、
此
編
に
は
其

れ
が
見
え
な
い
。
之
は
推
う
に
材
料
の
日
記
を
信
用
し
す
ぎ
た
為
で
は
な
か
ら
う
か
。
ロ
マ
ン
チ
ッ
ク
な
あ
こ
が
れ
た
が
る
偽
り
多
き
田

舎
教
師
が
飾
つ
て
書
い
た
所
に
欺
か
れ
は
し
な
か
つ
た
ら
う
。
併
し
、
其
隠
し
た
所
ま
で
掘
く
つ
て
貰
ひ
た
か
つ
た
」
と
不
満
げ
で
あ

る
。
合
評
で
は
一
つ
の
論
点
と
し
て
、
花
袋
の
「
日
記
」
に
対
す
る
態
度
が
挙
が
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
言
う
「
日
記
」
と
は
『
田
舎
教

師
』
の
主
要
な
モ
デ
ル
と
な
っ
た
小
林
秀
三
の
遺
し
た
日
記
で
あ
る
。
や
は
り
問
題
と
し
た
い
の
は
、『
田
舎
教
師
』
が
日
記
を
も
と
に

書
か
れ
た
と
い
う
事
実
が
、
既
に
情
報
と
し
て
共
有
さ
れ
て
い
た
点
で
あ
る
。

発
売
が
待
た
れ
て
い
た
だ
け
で
は
な
く
、
成
立
事
情
ま
で
知
ら
れ
て
い
た
。
こ
れ
は
、
以
前
か
ら
雑
誌
「
文
章
世
界
」
上
の
記
事
で
、

繰
り
返
し
『
田
舎
教
師
』
の
タ
イ
ト
ル
が
挙
が
っ
て
い
た
か
ら
だ
と
思
わ
れ
る
。
花
袋
本
人
が
主
筆
を
務
め
る
こ
の
投
書
雑
誌
に
お
い

て
、
事
前
情
報
が
開
示
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
興
味
深
い
。
予
告
的
記
述
が
認
め
ら
れ
る
記
事
は
次
の
四
つ
で
あ
る
。

・「
九
州
よ
り
」（
三
巻
十
二
号
│
四
十
一
年
九
月
）

・「
秋
の
寺
日
記
」（
三
巻
十
四
号＝

増
刊
「
文
章
百
話
」
│
四
十
一
年
十
一
月
）

・「
梅
雨
日
記
」（
四
巻
十
号＝

増
刊
「
盛
夏
号
」
│
四
十
二
年
八
月
）

・「
イ
ン
キ
壺
」（
四
巻
十
一
号
│
四
十
二
年
九
月
）

さ
て
、
こ
う
し
た
記
事
の
目
的
を
、
藤
森
清
氏
は
「
こ
の
テ
ク
ス
ト
の
読
ま
れ
方
そ
の
も
の
を
規
制
し
、
方
向
づ
け
る
こ
と
」
に
あ
る

と
考
察
、「
周
到
に
準
備
」⑹
さ
れ
た
も
の
と
指
摘
し
た
。
大
井
田
義
彰
氏
は
「
意
識
的
な
戦
略
で
あ
っ
た
の
か
ど
う
か
は
あ
き
ら
か
で
は

な
い
」
と
し
つ
つ
、「
事
情
を
知
る
読
者
に
、
た
え
ず
物
語
の
背
後
に
あ
る
事
実
を
想
起
さ
せ
ず
に
は
お
か
な
い
と
い
う
意
味
で
、
こ
の

「
待
ち
か
ね
」
ら
れ
た
物
語
│
│
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舎
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』
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小
説
の
読
み
方
そ
れ
自
体
に
も
多
少
は
影
響
を
与
え
て
い
た
に
ち
が
い
な
い
」⑺
と
述
べ
て
い
る
。
た
だ
し
、
両
者
と
も
、
各
記
事
を
具

体
的
に
検
討
し
た
論
で
は
な
い
。

拙
稿
は
、
記
事
が
、
作
品
に
先
駆
け
て
読
者
と
な
ん
ら
か
の
関
係
性
を
築
く
も
の
、
と
い
う
視
点
に
は
概
ね
沿
う
が
、
や
や
切
り
口
を

異
に
し
た
い
。
そ
も
そ
も
、「
影
響
」
と
は
、
一
方
的
に
押
し
付
け
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
は
ず
だ
。
影
響
さ
れ
る
た
め
の
素
地
が
あ
る

か
ら
こ
そ
、
言
い
換
え
れ
ば
片
岡
の
よ
う
な
「
山
間
の
田
舎
町
」
に
住
む
「
我
は
真
理
の
使
徒
な
り
と
自
惚
れ
る
こ
と
で
満
身
の
創
痍
の

痛
み
を
忘
れ
よ
う
と
」⑻
し
て
い
た
少
年
が
待
ち
構
え
る
心
性
と
響
き
あ
っ
て
こ
そ
成
功
す
る
の
で
は
な
い
か
。
記
事
の
背
景
と
な
る
事

象
、
隣
接
す
る
事
情
に
目
を
向
け
て
、
予
告
的
記
述
に
込
め
ら
れ
た
意
義
を
考
察
し
た
い
。

次
に
、
四
つ
の
記
事
を
概
観
し
て
み
よ
う
。

二
、
四
つ
の
予
告
的
記
述

・「
九
州
よ
り
」

「
九
州
よ
り
」
の
『
田
舎
教
師
』
関
連
記
述
は
、「
文
章
世
界
」
上
の
ト
ピ
ッ
ク
に
相
乗
り
す
る
形
で
書
か
れ
た
も
の
で
あ
り
、『
田
舎

教
師
』
の
着
想
が
如
実
に
表
れ
て
い
る
。

耶
麻
渓
は
つ
ま
ら
な
か
つ
た
。
青
の
洞
門
も
大
し
た
も
の
で
は
な
い
。
青
か
ら
柿
坂
ま
で
も
左
程
興
を
惹
か
な
い
。
羅
漢
寺
な
ど

は
俗
中
の
俗
、
善
男
善
女
を
威
か
す
位
な
も
の
だ
。
唯
、
君
に
報
告
し
た
い
こ
と
が
一
つ
あ
る
。
故
西
萩
花
君
の
家
に
行
つ
た
こ
と

だ
。

紀
行
文
と
し
て
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
冒
頭
か
ら
奇
勝
耶
馬
渓
を
「
つ
ま
ら
な
か
つ
た
」
の
一
言
で
断
じ
、
読
者
に

「
君
」
と
語
り
か
け
「
報
告
」
す
る
の
は
「
西
萩
花
」
の
こ
と
で
あ
る
。
西
萩
花
（
健
太
郎
）
は
「
文
章
世
界
」
の
熱
心
な
投
書
家
だ
っ

「
待
ち
か
ね
」
ら
れ
た
物
語
│
│
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た
が
、
明
治
四
十
一
年
六
月
に
自
死
を
遂
げ
て
い
る
。

以
後
、
こ
の
記
事
の
前
半
部
は
萩
花
の
死
と
、
地
方
青
年
の
悲
哀
へ
の
感
慨
に
占
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

僕
は
此
ま
で
に
も
田
舎
の
青
年
の
死
と
い
ふ
こ
と
を
考
へ
た
こ
と
は
幾
度
も
あ
る
。
才
を
抱
き
志
を
抱
き
空
し
く
田
舎
に
埋
れ
て
了

ふ
悲
哀
は
到
る
処
に
あ
る
。
僕
の
書
か
け
て
居
る
『
田
舎
教
師
』
も
さ
う
し
た
人
間
を
書
こ
う
と
す
る
の
だ
。
田
舎
寺
の
墓
地
の
一

隅
の
小
さ
き
墓
石
、
其
下
に
志
を
抱
い
た
若
い
青
年
の
銷
せ
ざ
る
魂
が
眠
つ
て
居
る
と
思
ふ
と
、
僕
は
堪
ら
な
い
。
僕
だ
つ
て
君
だ

つ
て
、
一
つ
間
違
へ
ば
、
そ
う
し
た
運
命
に
邂
逅
さ
ぬ
と
も
限
ら
な
か
つ
た
の
だ
。

小
林
一
郎
は
西
萩
花
を
『
田
舎
教
師
』
の
モ
デ
ル
の
一
人
と
捉
え
『
も
う
一
つ
の
明
治
の
青
春

西
萩
花
遺
稿
集
』⑼
を
編
ん
で
い
る
が
、

「
田
舎
の
青
年
の
死
と
い
ふ
こ
と
を
考
へ
た
こ
と
は
幾
度
も
あ
る
」
と
い
う
一
文
か
ら
は
確
か
に
、
小
林
秀
三
ひ
と
り
を
モ
デ
ル
に
『
田

舎
教
師
』
が
書
か
れ
た
わ
け
で
は
な
い
こ
と
が
伺
え
る
。

さ
て
、「
文
章
世
界
」
の
投
書
家
で
あ
り
、
西
萩
花
と
も
文
学
上
の
同
志
と
し
て
文
通
し
て
い
た
加
藤
武
雄
は
、
後
年
、
自
伝
的
小
説

『
悩
ま
し
き
春
』⑽
に
お
い
て
、『
田
舎
教
師
』
に
言
及
し
て
い
る
。
加
藤
を
モ
デ
ル
と
し
た
「
山
岡
」
は
、
萩
花＝

「
蘆
江
」
の
死
に
触

れ
、
花
袋＝

「
葉
山
華
堤
」
の
記
事
（「
九
州
よ
り
」
と
ほ
ぼ
同
文
）
を
読
み
、
次
の
よ
う
な
感
慨
を
抱
く
。

そ
れ
は
、
簡
単
な
記
述
に
過
ぎ
な
か
つ
た
が
、
崇
拝
す
る
師
の
文
章
を
通
じ
て
想
像
す
る
、
そ
の
逢
は
ず
に
死
ん
だ
、
懐
か
し
い
心

マ
マ

の
友
の
身
後
の
消
息
は
、
彼
の
心
に
強
い
感
動
を
齎
ら
ず
に
は
居
な
か
つ
た
。
而
し
て
ま
た
「
才
を
抱
き
志
を
抱
き
空
し
く
田
舎
に

埋
れ
て
了
う
悲
哀
は
到
る
処
に
あ
る
。」
と
い
ふ
言
葉
に
対
し
て
は
、
彼
は
自
分
自
身
を
振
り
か
え
つ
て
見
ず
に
は
い
ら
れ
な
か
つ

た
。
そ
れ
は
、
死
ん
だ
蘆
江
に
就
い
て
の
言
葉
で
は
あ
る
が
、
同
時
に
亦
、
山
岡
彼
自
身
に
就
い
て
の
言
葉
で
は
無
か
つ
た
か
。
華

提
が
今
、
一
つ
の
哀
史
と
し
て
綴
り
つ
ゝ
あ
る
と
い
ふ
「
田
舎
教
師
」
の
運
命
は
、
そ
れ
は
山
岡
自
身
の
運
命
な
の
で
は
無
か
ら
う

か
。

「
崇
拝
す
る
師
の
文
章
」
と
い
う
表
現
が
目
を
惹
く
。「
九
州
よ
り
」
は
単
に
、
一
般
の
小
説
家
・
紀
行
文
家
の
文
章
と
し
て
は
認
識
さ
れ

「
待
ち
か
ね
」
ら
れ
た
物
語
│
│
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て
い
な
い
。「
師
」
は
文
壇
の
中
心
人
物
に
し
て
雑
誌
を
統
括
す
る
指
導
者
な
の
で
あ
る
。
そ
ん
な
人
物
が
一
投
書
家
、
一
地
方
青
年
を

「
僕
だ
つ
て
」
と
対
等
視
し
た
「
九
州
よ
り
」
の
一
文
は
、
極
め
て
重
い
意
味
を
持
つ
。
そ
し
て
そ
こ
に
紛
れ
込
ん
だ
「
田
舎
教
師
」
と

い
う
文
字
を
加
藤
は
見
逃
し
て
い
な
い
。『
悩
ま
し
き
春
』
中
の
山
岡
が
そ
う
で
あ
る
の
と
同
じ
く
、
加
藤
は
明
治
三
十
五
年
か
ら
明
治

四
十
三
年
ま
で
、
年
齢
に
し
て
十
五
歳
か
ら
二
十
三
歳
ま
で
の
間
、
故
郷
神
奈
川
県
の
小
学
校
で
教
職
に
就
い
て
い
た
。
だ
か
ら
、
詳
述

さ
れ
な
い
「
田
舎
教
師
」
の
「
悲
哀
」
も
彼
に
と
っ
て
は
自
明
の
も
の
で
あ
っ
た
。
自
明
だ
っ
た
か
ら
こ
そ
強
い
印
象
を
与
え
た
の
で
あ

る
。
す
な
わ
ち
こ
こ
で
は
、
花
袋
の
言
説
は
む
し
ろ
、
地
方
青
年
の
境
遇
を
な
ぞ
り
、
既
知
の
感
情
を
触
発
す
る
も
の
だ
っ
た
と
言
え

る
。ま

た
、「
九
州
よ
り
」
は
明
ら
か
に
、
現
実
の
死
者
と
、
作
中
人
物
と
、
読
者
と
、
そ
し
て
作
者
を
も
、
横
に
繋
げ
よ
う
と
い
う
意
図

を
持
っ
て
い
る
。
こ
こ
に
、
萩
花
│
「
田
舎
教
師
」
│
読
者
│
花
袋
、
と
い
う
回
路
が
組
み
上
げ
ら
れ
る
。
こ
れ
は
後
の
関
連
記
事
を
見

て
い
く
上
で
も
重
要
な
事
項
で
あ
る
。

・「
秋
の
寺
日
記
」

「
日
記
」
と
題
す
る
が
、
随
筆
め
い
た
作
品
で
あ
る
。
寺
の
中
か
ら
見
え
聞
こ
え
す
る
田
舎
の
風
景
を
描
写
す
る
と
こ
ろ
か
ら
始
ま
り
、

や
が
て
作
者
が
そ
こ
で
執
筆
生
活
を
送
っ
て
い
る
こ
と
が
明
か
さ
れ
る
。「
寺
」
は
太
田
玉
茗
が
住
職
を
務
め
る
埼
玉
県
の
健
福
寺
、『
田

舎
教
師
』
に
「
成
願
寺
」
と
し
て
登
場
し
、
花
袋
が
清
三
の
墓
を
発
見
し
た
場
所
で
も
あ
る
。

寺
に
起
居
す
る
作
者
の
生
活
は
楽
し
げ
で
あ
り
、
秋
の
深
ま
り
と
共
に
、
田
舎
の
「
水
彩
画
の
や
う
」
な
景
色
が
描
写
さ
れ
る
。
そ
の

中
に
、『
田
舎
教
師
』
の
話
題
は
挿
入
さ
れ
る
。

墓
場
に
一
基
の
自
然
石
の
墓
が
あ
る
。

『
│
│
之
墓
』
と
正
面
に
書
い
て
あ
つ
て
、
下
に
、
生
前
辱
知
と
刻
ん
で
あ
る
。
こ
れ
が
私
が
『
田
舎
教
師
』
に
書
か
う
と
す
る

「
待
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た
物
語
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主
人
公
だ
。
其
主
人
公
に
は
、
私
は
七
八
年
前
、
此
寺
に
来
た
時
に
逢
つ
た
こ
と
が
あ
る
。（
略
）
ま
だ
其
頃
は
書
か
う
と
も
何
と

も
思
つ
て
ゐ
な
か
つ
た
。
処
が
、
あ
る
年
の
秋
も
暮
れ
て
、
木
枯
の
寒
く
吹
く
日
、
私
は
停
車
場
か
ら
其
墓
場
の
近
路
を
抜
け
て
寺

に
来
た
。
不
図
其
墓
が
目
に
つ
い
た
。
何
う
し
た
加
減
か
、『
か
う
し
て
年
若
く
死
ん
で
墓
に
築
か
れ
て
了
ふ
人
も
あ
る
の
だ
』
と

思
つ
た
。
胸
が
あ
る
も
の
に
触
れ
た
や
う
な
気
が
為
た
。『
親
々
と
子
供
』
の
最
後
の
ハ
ザ
ロ
フ
の
墓
の
処
の
一
頁
が
歴
歴
と
眼
に

浮
ん
だ
。
平
凡
な
る
一
田
舎
教
師
の
死
！

こ
れ
に
意
味
が
無
い
だ
ら
う
か
。

友
の
主
僧
は
こ
れ
を
聞
い
て
、
預
つ
て
置
い
た
其
人
の
三
年
間
の
日
記
を
見
せ
て
呉
れ
た
。
か
れ
に
就
い
て
の
性
行
逸
事
を
も
聞

か
せ
て
く
れ
た
。
そ
れ
か
ら
勤
め
て
居
た
小
学
校
に
も
行
つ
て
見
た
。
今
で
は
か
れ
は
私
の
無
二
の
親
友
で
あ
る
。『
田
舎
教
師
』

が
出
来
上
が
る
ま
で
は
、
少
く
と
も
一
日
も
私
の
胸
を
去
ら
ぬ
な
つ
か
し
い
友
で
あ
る
。

「
年
若
く
死
ん
」
だ
小
学
校
の
教
師
を
モ
デ
ル
と
し
て
い
る
こ
と
、
作
者
は
そ
の
人
物
の
日
記
を
入
手
し
て
い
る
こ
と
な
ど
、『
田
舎
教

師
』
に
つ
い
て
の
具
体
的
な
情
報
が
開
示
さ
れ
て
い
る
。

「
無
二
の
親
友
」「
な
つ
か
し
い
友
」
と
い
う
表
現
も
見
逃
せ
な
い
。
一
「
田
舎
教
師
」
を
対
等
視
す
る
こ
と
は
、
類
似
し
た
境
遇
に
身

を
置
く
一
部
の
読
者
に
肉
薄
す
る
こ
と
に
も
な
る
か
ら
だ
。
こ
こ
で
も
先
の
回
路
、
す
な
わ
ち
、「
田
舎
教
師
」
│
読
者
│
花
袋
が
強
化

さ
れ
る
。

今
ひ
と
つ
、
こ
の
テ
ク
ス
ト
で
注
目
し
て
お
き
た
い
箇
所
が
あ
る
。
前
半
部
に
存
在
す
る
次
の
よ
う
な
記
述
で
あ
る
。

あ
る
自
然
石
の
墓
碑
が
あ
つ
て
、
文
が
刻
し
て
あ
る
の
で
、
読
ん
で
見
た
。
土
地
の
医
師
の
墓
で
あ
る
。
生
れ
は
仙
台
で
、
維
新
の

時
に
は
志
士
と
し
て
各
藩
を
遊
説
し
て
歩
い
た
が
、
維
新
の
後
、
此
処
に
来
て
医
師
を
始
め
て
、
病
院
を
立
て
ゝ
、
非
常
に
此
町
の

為
め
に
尽
し
た
と
い
ふ
こ
と
が
記
し
て
あ
る
。
仙
台
の
人
が
こ
の
利
根
河
畔
の
田
舎
町
に
来
て
、
其
町
の
為
め
に
尽
し
て
、
死
ん
で

か
ら
も
か
う
し
て
其
町
の
人
々
か
ら
惜
ま
れ
る
と
い
ふ
の
は
面
白
い
こ
と
だ
と
思
つ
た
。
故
郷
と
他
郷
と
い
ふ
こ
と
を
私
は
考
え

た
。 「
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」
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前
掲
『
田
舎
教
師
』
関
連
記
述
と
見
比
べ
て
み
る
。
同
じ
「
自
然
石
の
墓
」
で
あ
っ
て
も
、
一
方
は
「
他
郷
」
か
ら
来
た
偉
人
で
あ
り
、

一
方
は
終
始
「
故
郷
」
に
留
ま
っ
た
「
平
凡
」
な
青
年
で
あ
る
。
こ
の
対
比
は
、「
田
舎
教
師
」
の
不
遇
を
強
調
す
る
効
果
を
持
つ
。
和

田
敦
彦
氏
は
『
田
舎
教
師
』
の
特
殊
性
を
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。

無
名
な
の
に
碑
が
残
る
、
何
に
も
な
っ
て
い
な
い
の
に
名
が
残
る
、
と
い
う
こ
の
テ
ク
ス
ト
の
奇
妙
さ
は
も
っ
と
意
識
さ
れ
て
よ

い
。
こ
の
こ
と
は
作
中
の
登
場
人
物
清
三
に
つ
い
て
言
え
る
の
み
な
ら
ず
、『
田
舎
教
師
』
と
い
う
テ
ク
ス
ト
自
体
に
つ
い
て
も
言

え
る
こ
と
だ
。
つ
ま
り
『
田
舎
教
師
』
は
、
無
名
の
登
場
人
物
清
三
が
テ
ク
ス
ト
の
中
の
世
界
で
碑
、
名
を
残
す
と
と
も
に
、
こ
の

書
物
自
体
に
よ
っ
て
文
字
と
し
て
名
を
残
す
。⑾

「
平
凡
な
る
一
田
舎
教
師
の
死
！

こ
れ
に
意
味
が
無
い
だ
ら
う
か
」
と
い
う
反
語
表
現
に
違
わ
ず
、『
田
舎
教
師
』
は
「
無
名
」
を
「
無

名
」
の
ま
ま
有
意
味
に
す
る
テ
ク
ス
ト
で
あ
る
。「
故
郷
」
か
ら
出
る
こ
と
な
く
、
世
間
的
に
は
何
ら
の
事
業
も
果
た
せ
な
い
ま
ま
夭
折

し
た
青
年
。
そ
こ
に
敢
え
て
特
別
さ
や
事
件
性
を
付
加
す
る
の
で
は
な
く
、
た
だ
固
有
の
生
と
し
て
描
き
切
る
こ
と
が
『
田
舎
教
師
』
の

趣
旨
で
あ
っ
た
と
す
る
な
ら
ば
、「
秋
の
寺
日
記
」
の
墓
碑
の
対
照
は
、
二
種
の
異
な
っ
た
生
に
つ
い
て
、
二
種
の
異
な
っ
た
価
値
基
準

か
ら
判
断
せ
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
暗
示
す
る
、
重
要
な
記
述
だ
と
言
え
よ
う
。

・「
梅
雨
日
記
」

「
梅
雨
日
記
」
は
半
ば
『
田
舎
教
師
』
の
執
筆
日
記
で
あ
る
と
言
え
る
。「
六
月
七
日
」
か
ら
翌
七
月
「
十
四
日
」
ま
で
│
│
行
田
町
取

材
か
ら
「
百
四
十
三
枚
目
」（
四
百
字
詰
原
稿
だ
と
す
る
と
十
三
〜
十
四
章
あ
た
り
か
）
ま
で
に
い
た
る
執
筆
の
過
程
が
開
示
さ
れ
て
い

る
。こ

の
記
事
は
増
刊
「
盛
夏
号
」
付
録
の
企
画
と
し
て
書
か
れ
た
も
の
で
、
作
家
の
「
偽
は
ら
ざ
る
」
日
記
を
公
開
し
、
読
者
の
創
作
者

へ
の
興
味
を
煽
る
と
共
に
、
日
記
文
範
と
す
る
こ
と
を
目
的
と
さ
れ
て
い
た
⑿
。
し
か
し
寄
稿
さ
れ
た
日
記
は
ど
れ
も
読
者
の
目
を
強
く

「
待
ち
か
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」
ら
れ
た
物
語
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意
識
し
た
も
の
で
あ
り
、「
偽
は
ら
ざ
る
日
記
を
と
期
待
し
て
ゐ
た
私
は
、
成
夏
号
を
見
て
失
望
し
た
」（
四
巻
十
二
号

四
十
二
年
九
月

「
読
者
論
壇
」
小
松
君
栗
「
感
じ
た
ま
ゝ
」）「
だ
ま
さ
れ
た
や
う
な
気
が
し
た
」（
同

都
筑
省
三
「
日
記
」）
と
読
者
の
不
興
を
買
っ
た
。

「
梅
雨
日
記
」
も
そ
の
例
に
漏
れ
ず
、
や
は
り
読
者
を
意
識
し
た
書
き
振
り
が
少
な
く
な
い
。

予
は
執
筆
時
間
を
一
日
三
期
に
分
つ
。
午
前
は
八
時
よ
り
十
一
時
、
午
後
は
一
時
よ
り
四
時
、
夜
は
七
時
よ
り
十
時
、
常
に
三
時
間

を
以
て
一
期
と
す
。
さ
れ
ど
毎
日
本
町
に
出
勤
せ
ざ
る
べ
か
ら
ざ
る
身
は
、
三
期
を
完
全
に
机
に
坐
る
こ
と
難
し
。
大
抵
一
期
乃
至

二
期
な
り
。

と
、
わ
ざ
わ
ざ
自
分
の
習
慣
に
言
及
す
る
部
分
な
ど
、
最
た
る
も
の
と
言
え
よ
う
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
記
述
は
、
今
ま
さ
に
書
か
れ
つ

つ
あ
る
『
田
舎
教
師
』
と
い
う
制
作
物
の
存
在
感
を
際
立
た
せ
る
。「
九
州
よ
り
」「
秋
の
寺
日
記
」
は
テ
ク
ス
ト
の
内
容
に
触
れ
て
い
る

の
に
対
し
、
こ
こ
で
は
そ
の
実
体
化
の
過
程
が
綴
ら
れ
る
。
小
説
が
ど
の
よ
う
な
者
の
手
で
、
ど
の
よ
う
に
作
ら
れ
る
の
か
、
そ
れ
は
も

は
や
「
日
記
」
で
は
な
く
、
小
説
作
法
と
で
も
言
う
べ
き
も
の
で
あ
る
。

「
九
州
よ
り
」「
秋
の
寺
日
記
」
に
は
、
作
者
が
作
中
人
物
や
読
者
を
対
等
視
し
よ
う
と
す
る
態
度
が
表
れ
て
い
た
。「
梅
雨
日
記
」
か

ら
伺
え
る
の
は
そ
れ
に
反
し
、
地
方
青
年
た
ち
と
は
大
き
く
隔
た
っ
た
地
位
に
あ
る
人
物
の
姿
で
あ
る
。

執
筆
と
並
行
し
て
、
青
山
墓
地
で
の
独
歩
一
周
忌
（
六
月
二
十
三
日
）、
蒲
原
有
明
の
来
訪
（
二
十
五
日
）、
龍
土
会
へ
の
参
加
（
二
十

六
日
）、
病
床
の
松
浦
辰
男
訪
問
（
七
月
十
四
日
）
な
ど
、
文
学
者
と
の
交
流
に
も
言
及
。
一
方
で
『
文
章
世
界
』
校
了
に
も
立
ち
会
う

と
い
う
、
主
筆
業
務
も
話
題
に
挙
げ
る
の
で
あ
る
。「
七
月
三
日
」
に
は
「
仙
子
、『
ひ
と
夜
』
の
作
あ
り
。
予
の
一
過
読
を
求
む
。
概
し

て
可
な
れ
ど
、
説
明
的
描
写
と
描
写
的
説
明
と
に
つ
き
て
未
だ
到
ら
ざ
る
と
こ
ろ
あ
り
。
少
し
く
語
る
所
あ
り
た
り
。」⒀
と
書
い
て
お

り
、
文
章
上
の
「
師
」
と
し
て
の
姿
も
見
せ
る
。
以
上
、
こ
の
「
梅
雨
日
記
」
に
は
花
袋
の
小
説
家
と
し
て
以
外
の
面
も
垣
間
見
え
る
。

文
壇
内
で
の
付
き
合
い
や
、
編
集
者
・
雑
誌
の
製
作
者
と
し
て
の
立
場
、
そ
し
て
厳
し
い
指
導
者
で
も
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。

投
書
家
青
年
と
は
別
次
元
の
地
位
に
あ
る
「
田
山
花
袋
」。
そ
れ
を
敢
え
て
前
景
化
す
る
の
は
、
先
の
よ
う
な
回
路
か
ら
の
離
反
行
為

「
待
ち
か
ね
」
ら
れ
た
物
語
│
│
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』
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で
あ
ろ
う
か
。
そ
う
と
ば
か
り
は
言
え
な
い
。
元
よ
り
、「
崇
拝
す
る
師
」
と
見
ら
れ
る
立
場
に
あ
る
人
物
が
、
無
名
の
一
「
田
舎
教
師
」

を
対
等
視
す
る
、
と
い
う
点
に
こ
そ
密
か
な
イ
ン
パ
ク
ト
は
期
待
さ
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
も
そ
も
、
こ
こ
で
花
袋
を

「
有
名
」、
読
者
を
「
無
名
」
と
考
え
る
価
値
基
準
こ
そ
、『
田
舎
教
師
』
清
三
を
「
無
名
」
の
ま
ま
有
意
味
に
す
る
際
に
取
り
払
わ
れ
な

け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
っ
て
、「
梅
雨
日
記
」
が
『
田
舎
教
師
』
の
執
筆
日
記
で
あ
る
こ
と
は
、『
田
舎
教
師
』
が
花
袋
と
読
者
の

橋
渡
し
を
果
た
す
べ
き
作
品
で
あ
る
こ
と
の
証
左
で
あ
る
。

花
袋
な
る
「
有
名
」
人
が
「
無
名
」
な
「
田
舎
教
師
」
の
物
語
を
書
い
て
い
る
、
と
い
う
と
こ
ろ
こ
そ
、
予
告
的
記
述
が
組
み
上
げ
て

き
た
回
路
の
肝
な
の
で
あ
る
。
い
っ
た
ん
、「
有
名
」
の
者
と
「
無
名
」
の
者
の
間
に
存
在
し
て
い
た
線
引
き
を
、
別
の
価
値
基
準
に
よ

っ
て
消
失
さ
せ
る
。
実
際
上
の
地
位
を
獲
得
せ
ず
に
、「
田
舎
教
師
」
と
し
て
生
き
る
「
悲
哀
」
を
共
有
す
る
者
同
士
と
し
て
、
連
帯
で

き
る
。
そ
う
し
た
『
田
舎
教
師
』
を
め
ぐ
る
目
論
見
が
、「
梅
雨
日
記
」
に
は
強
く
表
れ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

・「
イ
ン
キ
壺
」

四
巻
十
一
号
の
「
イ
ン
キ
壺
」
で
は
日
記
の
中
か
ら
「
天
候
と
草
花
を
記
し
た
処
」
を
掲
載
し
て
い
る
。
二
ペ
ー
ジ
近
く
に
渡
り
引
用

を
行
っ
た
後
、
花
袋
は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

私
は
こ
の
『
田
舎
教
師
』
の
歩
い
た
道
、
住
ん
だ
処
、
勤
め
た
学
校
に
も
行
つ
て
見
た
。
そ
し
て
此
日
記
に
つ
け
て
あ
る
頃
、
矢
張

同
じ
や
う
に
し
て
野
の
花
を
採
集
し
た
こ
と
が
あ
る
。
日
の
光
と
野
の
花
と
夕
の
雲
と
、
そ
れ
が
何
だ
か
私
と
か
れ
と
の
間
に
深
い

関
係
が
あ
る
や
う
に
思
は
れ
た
。
野
の
道
を
歩
い
て
居
る
と
、
か
れ
が
袴
を
つ
け
麦
稈
帽
子
を
被
つ
て
其
処
に
居
る
や
う
な
気
が
す

る
。
利
根
川
の
土
手
、
寺
の
本
堂
、
私
は
四
辺
の
光
景
を
見
る
度
に
、
か
れ
の
こ
と
を
思
つ
た
。

以
降
、
花
袋
は
こ
の
体
験
か
ら
「
心
理
を
外
物
で
顕
は
す
」
と
い
う
手
法
へ
の
注
目
と
、
創
作
の
た
め
の
「
踏
査
」
の
重
視
を
述
べ
て
い

る
。
小
説
作
法
的
な
話
題
へ
と
転
換
し
て
い
く
の
は
、「
イ
ン
キ
壺
」
が
文
章
・
小
説
指
南
の
性
格
を
持
っ
た
不
定
期
連
載
だ
っ
た
か
ら

「
待
ち
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ら
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た
物
語
│
│
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で
あ
る
。
こ
こ
に
お
い
て
、
花
袋
の
記
述
が
『
田
舎
教
師
』
を
例
と
し
て
小
説
作
法
を
指
南
す
る
枠
組
み
を
持
つ
こ
と
が
明
ら
か
に
な

る
。た

だ
し
結
果
か
ら
見
れ
ば
、
こ
の
記
事
に
お
い
て
多
く
注
目
さ
れ
た
の
は
、
小
説
作
法
的
な
部
分
で
は
な
く
、
日
記
の
引
用
で
あ
っ

た
。「
秋
の
寺
日
記
」
で
既
に
日
記
の
存
在
は
告
知
さ
れ
て
い
た
が
、
そ
の
実
物
が
読
者
に
情
報
と
し
て
与
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
し
か

し
、
日
記
へ
の
過
度
の
注
目
は
、
読
売
新
聞
の
合
評
の
よ
う
に
、
作
品
と
比
較
し
て
評
論
さ
れ
る
こ
と
に
繋
が
っ
た
。
そ
の
た
め
、
日
記

引
用
の
直
後
に
述
べ
ら
れ
た
前
掲
部
は
、
看
過
さ
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
言
う
ま
で
も
な
く
、
日
記
引
用
と
前
掲
記
述
は
一
組

で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
「
イ
ン
キ
壺
」
は
、
花
袋
が
日
記
の
書
き
手
へ
の
思
い
入
れ
を
強
め
る
過
程
を
書
い
た
も
の
な
の
で
あ

り
、
す
な
わ
ち
、
同
じ
日
記
に
触
れ
る
こ
と
で
、
読
者
に
は
そ
の
過
程
を
追
体
験
す
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

花
袋
は
日
記
を
読
み
、
踏
査
を
行
い
、
日
記
の
書
き
手
と
同
じ
行
動
（
花
の
採
集
）
を
取
っ
た
。
読
者
は
、
実
際
の
踏
査
が
不
可
能
で

あ
っ
て
も
、
花
袋
の
文
章
か
ら
疑
似
体
験
を
試
み
る
こ
と
は
で
き
る
。
花
袋
は
そ
の
よ
う
に
仕
向
け
て
い
る
の
で
あ
る
。
目
論
ま
れ
た
の

は
日
記
の
書
き
手
と
自
身
と
の
間
に
「
深
い
関
係
」
を
見
出
す
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
「
日
の
光
と
野
の
花
と
夕
の
雲
と
」
が
介
在
す
る

「
関
係
」、
す
な
わ
ち
自
然
の
風
景
を
媒
介
と
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。

街
道
が
あ
る
。
其
処
に
日
が
照
る
。
人
が
通
つ
て
居
る
。
向
ふ
に
は
山
の
翠
が
見
え
る
。
そ
れ
は
年
々
歳
々
同
じ
で
あ
る
。
秋
が

マ
マ

マ
マ

来
れ
ば
稲
か
熟
つ
て
、
里
川
に
澄
ん
だ
水
に
雑
魚
の
泳
く
の
が
鮮
か
に
見
え
る
。
稲
を
満
載
し
た
車
が
ガ
ラ
�
�
と
音
を
立
て
ゝ
通

つ
て
行
く
。
私
は
其
処
に
一
『
田
舎
教
師
』
の
歩
い
て
行
く
姿
を
明
か
に
見
得
た
。

箇
条
書
き
の
よ
う
に
羅
列
さ
れ
る
点
景
に
は
、
意
図
的
に
特
徴
・
詳
細
が
排
除
さ
れ
て
い
る
。「
年
々
歳
々
同
じ
」
と
あ
る
風
景
は
、

反
復
す
る
も
の
と
し
て
描
写
さ
れ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
既
に
没
し
た
人
物
の
姿
が
そ
の
風
景
の
中
に
あ
る
様
も
、
想
起
す
る
こ
と
が
で
き

る
の
で
あ
る
。
ま
た
「
同
じ
や
う
に
野
の
花
を
採
集
」
す
る
な
ど
、
日
記
の
中
の
動
作
を
再
現
す
る
こ
と
で
、
死
者
と
自
分
を
一
体
化
さ

せ
る
。
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語
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作
者
は
、
自
分
と
小
林
秀
三
と
の
間
に
「
深
い
関
係
」
を
見
出
そ
う
と
す
る
。
同
じ
景
色
を
見
て
い
る
、
と
思
い
込
む
こ
と
に
よ
っ
て

一
体
化
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
例
に
よ
っ
て
こ
う
し
た
表
現
は
、
読
者
に
も
同
一
の
連
帯
を
、
暗
に
促
す
も
の
と
な
っ
て
い
る
の

だ
。『

田
舎
教
師
』
刊
行
後
に
お
け
る
、「
文
章
世
界
」
投
書
家
の
反
応
と
し
て
池
田
清
の
「
田
舎
教
師
を
読
む
」（
四
巻
十
六
号

明
治
四

十
二
年
十
二
月
）
が
あ
る
。
池
田
の
評
は
「
イ
ン
キ
壺
」
に
お
け
る
日
記
公
開
を
前
提
と
し
た
も
の
で
あ
る
。

全
体
僕
は
文
章
世
界
に
出
て
居
た
日
記
を
見
て
そ
の
主
人
公
の
美
し
い
感
情
の
若
い
詩
人
な
る
こ
と
を
想
像
し
て
居
た
。
そ
れ
に
場

所
は
利
根
の
付
近
で
あ
る
。
あ
の
枯
草
や
枯
蘆
の
間
を
流
れ
て
行
く
広
い
然
し
淋
し
い
川
の
姿
。
そ
の
河
畔
の
草
原
や
林
。
田
舎
教

師
は
こ
れ
等
を
結
び
付
け
て
描
き
出
さ
れ
た
も
の
だ
ら
う
。
あ
ゝ
ど
ん
な
や
さ
し
い
情
緒
が
流
れ
る
こ
と
だ
ら
う
か
。（
略
）
残
念

な
こ
と
に
は
、
彼
が
自
然
に
憧
る
ゝ
有
様
、
そ
れ
は
私
が
あ
の
日
記
を
見
て
想
像
し
て
居
た
方
が
却
つ
て
美
し
か
つ
た
の
で
あ
る
。

池
田
は
日
記
の
引
用
が
「
天
候
と
草
花
」
に
関
す
る
箇
所
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、『
田
舎
教
師
』
と
い
う
作
品
を
「
自
然
」
の
中
で
生
き

る
「
美
し
い
感
情
の
若
い
詩
人
」
の
物
語
だ
と
認
識
し
た
の
で
あ
る
。

通
に
見
て
も
ら
ひ
度
い
…
…
通
が
つ
て
見
る
…
…
卑
劣
な
根
性
！

劣
等
な
行
為
！

清
三
は
真
面
目
な
、
美
し
い
感
情
を
も
つ
た

品
性
の
清
い
青
年
で
あ
る
。
そ
れ
が
こ
ん
な
軽
薄
児
と
同
一
視
さ
れ
る
と
は
…
…
残
念
千
万
で
あ
る
。

藤
森
論
に
あ
る
よ
う
な
「
読
ま
れ
方
」
の
「
規
制
」
と
い
う
観
点
か
ら
見
れ
ば
、
こ
れ
は
失
敗
例
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
予
告

的
記
述
の
影
響
力
と
い
う
こ
と
で
言
え
ば
、
顕
著
な
例
で
あ
る
。
池
田
は
「
利
根
の
付
近
」
の
風
景
を
思
い
浮
か
べ
る
こ
と
で
、「
清
三
」

像
を
仮
構
す
る
ま
で
に
至
っ
て
い
る
。
恐
ら
く
花
袋
の
意
図
し
た
以
上
の
効
果
が
こ
こ
に
は
出
て
い
る
の
だ
が
、「
九
州
よ
り
」〜「
イ
ン

キ
壺
」
ま
で
の
、
境
遇
を
媒
介
に
し
た
連
帯
意
識
が
、
片
岡
や
池
田
の
よ
う
な
青
年
の
期
待
感
を
煽
っ
た
の
は
間
違
い
な
い
。

以
上
の
概
観
か
ら
得
ら
れ
る
こ
と
を
ひ
と
ま
ず
整
理
し
た
い
。
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一
つ
は
、
予
告
的
記
述
は
基
本
的
に
単
な
る
広
告
な
の
で
は
な
く
、
紀
行
文
・
日
記
文
・
作
法
文
に
混
入
さ
れ
る
形
で
提
示
さ
れ
て
い

る
と
い
う
こ
と
。
読
者
側
の
読
も
う
と
す
る
自
発
性
で
は
な
く
、
記
事
自
体
の
能
動
性
に
よ
り
、『
田
舎
教
師
』
生
成
の
目
撃
を
持
ち
か

け
て
い
る
こ
と
は
、
と
り
わ
け
重
要
な
の
で
あ
る
。

ま
た
一
つ
は
、『
秋
の
寺
日
記
』
以
後
に
顕
著
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
が
『
田
舎
教
師
』
を
例
と
し
て
、
小
説
創
作
の
プ
ロ
セ
ス
を
公
開

し
た
、
小
説
作
法
と
し
て
の
側
面
を
持
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。「
文
章
講
壇
」「
文
章
講
話
」
等
の
記
事
で
文
章
・
小
説
を
指
導
し
、
四

十
二
年
六
月
に
は
そ
れ
を
編
集
・
加
筆
し
た
『
小
説
作
法
』
を
出
し
た
花
袋
に
と
っ
て
、
こ
の
時
期
、
作
法
の
教
授
は
常
態
化
し
て
い
た

と
言
え
よ
う
。
す
な
わ
ち
、
こ
れ
ら
の
記
事
は
明
治
四
十
年
代
の
花
袋
の
多
様
な
立
場
│
│
書
き
手
で
あ
り
、
編
集
者
と
い
う
メ
デ
ィ
ア

の
送
り
手
で
あ
り
、
そ
し
て
小
説
の
指
南
者
で
あ
る
と
い
う
立
場
が
、
混
交
し
た
結
果
誕
生
し
た
も
の
な
の
で
あ
る
。

そ
し
て
記
述
内
容
は
、
読
者
に
連
帯
を
要
求
す
る
も
の
で
あ
る
。「
田
舎
教
師
」＝

作
品
の
主
人
公
、
そ
し
て
作
者＝

花
袋
と
の
、
境
遇

や
感
性
の
蓄
積
。
そ
れ
を
読
ん
だ
者
の
「
田
舎
教
師
」
化
と
も
言
う
べ
き
も
の
を
記
述
は
狙
っ
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
。
作
品
を
、
単
な

る
作
品
か
ら
、「
僕
」
と
「
君
」
の
物
語
へ
転
換
す
る
こ
と
で
、「
待
ち
か
ね
」
る
心
性
を
養
う
も
の
だ
。
た
だ
し
、
全
て
の
読
者
を
、
無

作
為
に
、
共
有
圏
に
巻
き
込
も
う
と
し
た
の
で
は
、
恐
ら
く
な
い
。
そ
ん
な
こ
と
は
土
台
、
不
可
能
な
こ
と
で
あ
る
。
だ
か
ら
恐
ら
く

は
、
記
述
の
中
で
推
定
読
者
は
選
別
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
「
田
舎
」
の
風
景
描
写
だ
と
か
、「
田
舎
」
に
没
す
る
「
悲
哀
」
だ
と
か
、

そ
の
よ
う
な
語
彙
に
よ
っ
て
な
さ
れ
て
い
る
の
だ
と
思
わ
れ
る
。

三
、『
田
舎
教
師
』
受
容
の
土
壌

こ
こ
で
、
明
治
三
十
九
年
か
ら
四
十
一
年
ま
で
の
「
文
章
世
界
」
を
鑑
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
こ
に
こ
そ
予
告
的
記
述
の
発
生
経

緯
が
あ
る
は
ず
だ
か
ら
で
あ
る
。
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『
田
舎
教
師
』
執
筆
の
主
要
因
は
小
林
秀
三
と
い
う
モ
デ
ル
の
発
見
と
す
る
べ
き
だ
が
、
や
が
て
西
萩
花
を
は
じ
め
と
し
た
青
年
群
を

視
野
に
入
れ
る
こ
と
で
そ
の
普
遍
性
は
強
化
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
は
先
に
挙
げ
た
小
林
一
郎
の
研
究
等
か
ら
も
わ
か
る
。
そ
し
て
そ
の
青

年
群
と
は
、
ま
さ
し
く
「
文
章
世
界
」
投
書
家
た
ち
で
あ
っ
た
と
見
て
よ
い
だ
ろ
う
。

「
文
章
世
界
」
投
書
家
の
大
部
分
は
、
さ
ほ
ど
裕
福
で
な
い
地
方
青
年
た
ち
で
あ
っ
た
。
雑
誌
出
発
当
初
か
ら
、
そ
こ
に
は
「
田
舎
」

で
無
名
の
ま
ま
暮
ら
す
こ
と
の
苦
悶
が
縷
々
見
ら
れ
た
。
一
巻
四
号
（
三
十
九
年
六
月
）「
文
叢
」
に
は
坂
内
翠
月
「
無
名
の
花
」
が
挙

が
る
。
野
辺
に
咲
く
無
名
の
花
に
自
分
を
擬
し
て
お
り
、
選
評
で
は
「
清
適
自
ら
喜
ぶ
の
意
気
見
え
た
り
」
と
あ
る
が
、
こ
う
し
た
文
章

を
作
る
こ
と
で
地
方
青
年
た
ち
は
自
己
を
慰
め
て
い
た
の
で
あ
る
。
一
方
、
一
巻
七
号
（
三
十
九
年
九
月
）
に
は
十
河
桂
舟
が
「
小
学
校

教
師
」
を
投
書
、「
予
の
職
業
は
、
申
す
も
恥
し
の
小
学
校
教
師
也
」
と
境
遇
を
嘆
く
。
実
際
に
は
、
農
業
従
事
者
や
車
夫
な
ど
の
職
業

を
持
つ
青
年
た
ち
も
、
自
分
の
境
遇
を
呪
っ
て
は
い
る
。
し
か
し
加
藤
武
雄
も
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
一
定
数
の
「
田
舎
教
師
」
が

「
文
章
世
界
」
投
書
家
と
し
て
存
在
し
た
の
だ
。

も
ち
ろ
ん
、「
田
舎
」
を
肯
定
す
る
地
方
青
年
も
存
在
し
た
。
漆
原
深
山
「
お
ら
が
家
」（
一
巻
八
号

三
十
九
年
十
月
）
は
「
実
に
田

舎
は
空
気
が
新
鮮
」「
実
に
田
舎
は
趣
味
が
多
い
。
実
に
田
舎
は
景
色
が
佳
い
」
と
記
号
的
に
「
田
舎
」
の
美
点
を
強
調
す
る
。「
文
章
世

界
」
上
で
は
地
方
青
年
た
ち
に
よ
る
「
田
舎
」
の
価
値
規
定
、
す
な
わ
ち
、
そ
こ
に
生
活
し
て
い
か
ざ
る
を
得
な
い
自
分
た
ち
と
い
う
状

況
に
対
す
る
価
値
規
定
が
行
わ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
ど
ち
ら
も
、
根
を
同
じ
く
す
る
発
想
な
の
か
も
知
れ
な
い
。
自
分
を
、
何

か
恵
ま
れ
た
、
特
別
な
存
在
だ
と
思
い
込
む
か
ら
、
こ
こ
に
い
る
べ
き
で
は
な
い
と
い
う
考
え
も
起
こ
れ
ば
、
こ
こ
に
い
る
蓋
然
性
も
見

出
そ
う
と
す
る
の
で
あ
ろ
う
。

そ
こ
に
、
誌
上
で
繰
り
返
し
病
身
の
苦
し
み
を
訴
え
て
い
た
萩
花
の
訃
報
が
掲
載
さ
れ
た
。

萩
花
の
死
は
「
噫
々
萩
花
君
逝
く
」
と
大
々
的
に
取
り
上
げ
ら
れ
た
が
、
同
じ
号
で
も
う
一
名
、
手
塚
吉
重
と
い
う
青
年
の
病
死
も
報

じ
ら
れ
た
。
し
か
も
こ
の
明
治
四
十
一
年
六
月
に
は
国
木
田
独
歩
の
病
死
と
川
上
眉
山
の
自
死
も
記
事
に
な
っ
て
い
る
。
花
袋
の
中
に
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も
、
恐
ら
く
雑
誌
読
者
の
中
に
も
、
死
、
殊
に
夭
折
の
問
題
が
色
濃
く
染
み
つ
い
た
時
期
だ
っ
た
は
ず
だ
。
身
上
孤
舟
・
加
納
緋
蒼
の
自

殺
に
関
す
る
論
争
が
、
文
叢
欄
を
賑
わ
せ
も
し
た
。

こ
れ
ら
の
問
題
点
を
踏
ま
え
る
と
き
、「
文
章
世
界
」
三
巻
七
号
（
明
治
四
十
一
年
五
月
）
の
「
文
叢
」
欄
は
興
味
深
い
。「
優
等
」
に

は
手
塚
吉
重
（「
鐘
」）
と
西
萩
花
（「
耶
馬
に
か
へ
り
て
」）
と
い
う
、
後
に
「
悲
哀
」
の
運
命
を
辿
る
二
人
が
並
び
、「
秀
逸
」
で
は
中

村
草
花
（「
杉
植
の
記
」）
で
「
田
舎
」
の
風
習
を
克
明
に
描
い
た
。「
秀
逸
」
に
は
さ
ら
に
、
尾
知
山
静
波
の
「
小
学
教
師
よ
り
」
が
選

ば
れ
た
。「
小
学
教
師
を
つ
ま
ら
ぬ
職
業
の
や
う
に
考
へ
て
ゐ
る
人
た
ち
」
に
対
す
る
反
論
で
あ
り
、「
田
舎
」
に
生
き
る
運
命
を
肯
定

し
、
教
職
を
礼
賛
す
る
（
傍
点
原
文
マ
マ
）。
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ば�

や�

ま�

ぬ�

、
つ�

ま�

り�

僕�

は�

田�

舎�

に�

生�

れ�

て�

田�

舎�

に�

死�

ぬ�

べ�

き�

運�

命�

に�

生�

れ�

た�

の�

だ�

ら�

う�

。
そ�

し�

て�

、
僕�

は�

年�

一�

年�

と�

、
小�

学�

教�

師�

が�

い�

か�

に�

も�

貴�

い�

美�

し�

い�

職�

業�

で�

あ�

る�

と�

感�

ぜ�

ら�

れ�

る�

の�

を�

よ�

ろ�

こ�

ん�

で�

ゐ�

る�

。

草
花
・
静
波
と
も
に
、
常
連
投
書
家
で
あ
る
。
詳
し
く
論
じ
る
紙
幅
は
な
い
が
、
草
花
は
田
舎
で
の
生
活
を
諦
観
混
じ
り
に
受
け
入
れ
よ

う
と
し
た
青
年
で
あ
り
、
静
波
は
右
の
通
り
肯
定
し
よ
う
と
し
た
人
物
で
、「
文
章
世
界
」
上
の
ア
ン
チ
・
メ
リ
ト
ク
ラ
シ
ー
の
型
と
し

て
注
目
に
値
す
る
。
あ
る
い
は
自
殺
し
、
病
に
斃
れ
る
者
も
い
る
裏
に
、
同
じ
く
田
舎
に
埋
も
れ
る
こ
と
を
意
識
し
な
が
ら
も
、
生
活
の

た
め
に
納
得
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
青
年
た
ち
も
い
た
。
彼
ら
は
各
々
、
そ
の
許
容
の
形
を
言
語
化
し
て
投
書
し
て
い
た
。

花
袋
が
こ
れ
ら
の
投
書
を
目
に
し
、
地
方
青
年
と
い
う
読
者
層
の
あ
り
よ
う
を
掴
ん
で
い
っ
た
こ
と
は
、
例
え
ば
投
稿
小
説
の
傑
作
選

『
二
十
二
篇
』⒁
の
巻
頭
言
に
お
い
て
、

そ
の
中
に
は
、
田
舎
の
さ
び
し
い
町
の
一
室
で
、
凩
の
吹
き
荒
れ
る
の
を
聞
き
な
が
ら
筆
を
執
つ
た
人
も
あ
れ
ば
、
雪
の
降
り
頻
る

山
国
の
寒
い
村
落
で
、
都
会
に
あ
く
が
れ
て
作
に
耽
つ
た
人
も
あ
つ
た
。

な
ど
と
、
作
者
像
を
語
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
伺
え
る
。〈
書
く
〉
行
為
の
イ
メ
ー
ジ
は
、「
田
舎
」
の
寂
寥
と
都
会
へ
の
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
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ス
と
接
続
さ
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

「
文
章
世
界
」
の
誌
上
に
は
既
に
、「
田
舎
」、
無
名
、
教
師
、
夭
折
な
ど
の
『
田
舎
教
師
』
の
要
素
が
出
そ
ろ
っ
て
い
た
。
そ
し
て
花

袋
は
そ
れ
ら
を
逐
一
目
に
す
る
立
場
に
あ
っ
た
。『
田
舎
教
師
』
は
こ
う
し
た
状
況
の
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
な
く
し
て
成
立
し
得
な
か
っ
た

だ
ろ
う
。

そ
れ
は
、
彼
ら
の
た
め
の
物
語
だ
と
も
言
え
た
。
花
袋
は
小
林
秀
三
の
日
記
を
発
見
し
た
と
き
、「
志
を
抱
い
て
田
舎
に
埋
も
れ
て
行

く
多
く
の
青
年
た
ち
と
、
事
業
を
成
し
え
ず
に
亡
び
て
い
く
さ
び
し
い
多
く
の
心
と
を
発
見
」
し
、「『
田
舎
教
師
』
の
中
心
を
つ
か
み
得

た
や
う
な
気
が
し
た
」
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
時
、
確
か
に
花
袋
は
誰
も
小
説
化
し
た
こ
と
の
な
か
っ
た
地
方
青
年
の
「
心
」
を
「
つ
か

み
得
た
」⒂
と
言
っ
て
い
い
。
そ
う
し
た
確
信
を
、「
文
章
世
界
」
上
の
投
書
を
目
に
し
つ
つ
固
め
て
い
っ
た
の
が
、
花
袋
の
明
治
三
十
九

年
か
ら
四
十
一
年
頃
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
予
告
的
記
述
は
そ
の
上
に
成
り
立
っ
た
も
の
で
、
そ
の
た
め
に
記
述
内
容
は
「
さ
び
し
い
多

く
の
心
」
│
│
「
無
名
」
の
死
を
恐
れ
、
都
会
へ
の
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
を
持
ち
な
が
ら
地
方
で
生
き
る
青
年
た
ち
を
対
象
と
し
た
も
の
と

な
っ
た
の
で
あ
る
。「
一
つ
間
違
へ
ば
、
そ
う
し
た
運
命
に
邂
逅
さ
ぬ
と
も
限
ら
な
か
つ
た
」
者
た
ち
こ
そ
、『
田
舎
教
師
』
の
読
者
と
し

て
想
定
さ
れ
た
の
で
あ
る
。四

、
読
者
層
の
形
成

こ
こ
ま
で
述
べ
た
よ
う
に
、
花
袋
は
い
わ
ば
、「
文
章
世
界
」
誌
上
で
需
要
を
リ
サ
ー
チ
し
て
い
た
。
だ
と
す
る
な
ら
ば
、
予
告
的
記

述
は
、
そ
の
上
で
顧
客
層
を
選
別
す
る
役
割
│
│
今
日
の
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
の
一
環
で
あ
る
、
セ
グ
メ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
な
い
し
タ
ー
ゲ
テ

ィ
ン
グ
に
相
当
す
る
│
│
を
託
さ
れ
た
と
言
え
よ
う
。
あ
る
い
は
、
商
品
を
投
入
す
る
ま
で
に
消
費
者
の
購
買
意
欲
を
高
め
て
お
く
プ
ロ

モ
ー
シ
ョ
ン
と
言
っ
て
も
よ
い
。
花
袋
は
こ
れ
ら
を
理
論
的
に
で
は
な
く
と
も
、
あ
る
程
度
自
覚
的
に
行
っ
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
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も
っ
と
も
、
書
籍
を
購
い
、
読
む
人
々
を
増
や
す
│
│
そ
れ
自
体
は
通
常
の
広
告
と
変
わ
り
は
な
い
。
予
告
的
記
述
が
や
や
高
度
な
プ

ロ
モ
ー
シ
ョ
ン
で
あ
る
と
い
う
こ
と
と
は
別
に
、
恐
ら
く
花
袋
に
は
、
自
作
に
ふ
さ
わ
し
い
読
者
を
養
成
す
る
意
図
が
あ
っ
た
。『
小
説

作
法
』
の
中
で
彼
は
「
読
者
の
中
に
は
、
自
分
に
似
た
こ
と
で
な
い
と
、
興
味
を
感
じ
な
い
読
者
が
あ
る
」「
改
善
さ
れ
た
読
者
が
欲
し

い
」
と
漏
ら
し
て
い
る
。「
作
者
と
同
じ
や
う
な
心
地
を
以
て
作
品
に
向
つ
て
呉
れ
る
読
者
が
確
か
に
欲
し
い
」⒃
と
述
べ
る
彼
に
と
っ

て
、
作
者
│
読
者
間
の
齟
齬
は
苛
立
ち
の
種
で
あ
っ
た
。
そ
の
点
に
お
い
て
、「
文
章
世
界
」
内
言
説
の
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
と
し
て
完
成

さ
れ
た
『
田
舎
教
師
』
は
、
こ
れ
ま
で
と
異
な
る
読
み
方
が
期
待
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。

『
田
舎
教
師
』
関
連
記
事
を
、
解
釈
の
方
向
性
を
誘
導
す
る
も
の
と
捉
え
る
こ
と
は
で
き
る
。
し
か
し
そ
れ
以
前
に
、
あ
る
形
で
『
田

舎
教
師
』
を
読
み
た
い
と
い
う
よ
う
な
心
性
は
、「
文
章
世
界
」
誌
上
に
お
い
て
醸
成
さ
れ
て
い
た
。
花
袋
は
彼
ら
が
待
ち
構
え
て
い
た

物
語
を
提
供
し
た
わ
け
で
あ
る
。『
田
舎
教
師
』
が
青
年
た
ち
と
の
相
関
に
よ
っ
て
産
み
出
さ
れ
た
こ
と
は
も
っ
と
重
視
さ
れ
て
よ
い
。

し
て
み
る
と
、
繰
り
返
し
「
田
舎
教
師
」
│
読
者
│
花
袋
を
横
並
び
に
さ
せ
よ
う
と
す
る
予
告
的
記
述
、
そ
の
役
割
と
は
、
相
関
を
青
年

た
ち
に
意
識
さ
せ
る
こ
と
で
は
な
か
っ
た
か
。

「
文
章
世
界
」
と
い
う
場
が
、
文
学
青
年
た
ち
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
と
し
て
機
能
し
て
い
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
が
、
そ
こ
に
生

ま
れ
た
一
部
の
グ
ル
ー
プ
、
前
章
に
述
べ
た
よ
う
な
一
団
に
花
袋
は
着
目
し
た
の
だ
。
少
な
く
と
も
花
袋
は
、
そ
の
よ
う
な
読
者
が
い
る

こ
と
を
想
定
し
て
い
た
。
彼
ら
の
「
田
舎
」
者
と
し
て
の
意
識
、
不
遇
な
自
己
と
い
う
意
識
を
助
長
す
る
こ
と
で
、『
田
舎
教
師
』
の
読

者
層
を
形
成
し
よ
う
と
意
図
し
た
の
で
は
な
い
か
。
そ
れ
は
畢
竟
、「
自
分
に
似
た
こ
と
」
に
「
興
味
」
を
示
す
読
者
で
し
か
な
い
の
だ

が
、
少
な
く
と
も
反
感
的
な
読
者
で
は
な
い
。
読
者
の
側
で
共
感
的
な
読
み
が
偏
重
さ
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
と
も
か
く
共
感
そ
の
も
の
を

作
り
出
す
こ
と
で
対
応
が
可
能
で
あ
る
。
予
告
的
記
述
が
形
成
し
た
回
路
は
、
こ
の
よ
う
な
試
み
に
由
来
す
る
の
で
は
な
い
か
。

連
帯
の
回
路
の
中
に
は
花
袋
自
身
も
組
み
込
ま
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
重
要
な
こ
と
で
あ
る
。
花
袋
は
自
分
が
青
年
た
ち
の
仰
望
・
羨
望

の
対
象
で
あ
る
こ
と
を
承
知
し
て
い
た
。『
田
舎
教
師
』
本
文
に
お
い
て
作
者
自
身
を
モ
デ
ル
と
し
た
原
杏
花
な
る
人
物
が
登
場
す
る
が
、
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原
は
主
人
公
た
ち
青
年
の
「
こ
の
上
も
な
い
羨
望
の
種
」⒄
と
あ
る
。
青
年
か
ら
向
け
ら
れ
る
こ
う
し
た
眼
差
し
と
そ
の
自
覚
は
、
作
品

内
時
間
の
明
治
三
十
六
〜
七
年
の
も
の
と
い
う
よ
り
は
、「
文
章
世
界
」
に
関
わ
り
『
蒲
団
』
の
成
功
を
経
た
明
治
四
十
年
以
後
の
感
覚

に
近
い
と
思
わ
れ
る
。
と
も
あ
れ
、
自
ら
が
真
っ
先
に
同
調
す
る
こ
と
で
、「
田
舎
教
師
」
と
い
う
グ
ル
ー
プ
へ
の
相
乗
り
を
促
し
て
い

っ
た
わ
け
で
あ
る
。

い
わ
ば
彼
ら
を
、『
田
舎
教
師
』
の
読
者
と
し
て
目
覚
め
さ
せ
て
い
っ
た
わ
け
だ
。
そ
れ
は
ひ
と
つ
の
転
倒
の
過
程
で
あ
る
。「
秋
の
寺

日
記
」
で
「
無
名
」
が
有
意
味
化
さ
れ
た
よ
う
に
、「
田
舎
」
で
生
き
る
不
遇
な
生
に
こ
そ
、
都
会
の
立
身
出
世
物
語
に
は
な
い
「
意
味
」

が
あ
る
と
い
う
よ
う
な
。
ま
た
、
こ
う
考
え
た
と
き
、
予
告
的
記
述
が
小
説
作
法
と
し
て
の
性
格
を
有
し
て
い
る
こ
と
も
ま
た
、
興
味
深

い
。〈
書
く
〉
営
為
に
よ
っ
て
作
者
と
読
者
が
連
帯
を
強
め
る
と
き
、〈
書
く
〉
者
だ
か
ら
こ
そ
読
者
に
な
り
得
る
と
い
う
現
象
が
起
こ
っ

て
い
る
か
ら
だ
。〈
書
く
〉
と
き
に
、
彼
ら
は
立
場
を
転
倒
さ
せ
る
。『
田
舎
教
師
』
の
清
三
も
、
や
は
り
文
学
青
年
で
あ
っ
た
。「
文
章

世
界
」
に
お
い
て
花
袋
が
見
出
し
た
、「
凩
の
吹
き
荒
れ
る
の
を
聞
き
な
が
ら
筆
を
執
」
る
人
々
は
、『
田
舎
教
師
』
そ
の
も
の
だ
っ
た
。

そ
ん
な
青
年
た
ち
こ
そ
共
感
的
な
読
者
と
な
る
と
踏
み
、
予
告
的
記
述
は
著
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

注⑴

佐
久
良
書
房
よ
り
明
治
四
十
二
年
十
月
二
十
日
に
刊
行

⑵

田
山
花
袋
「『
田
舎
教
師
』」（「
東
京
の
三
十
年
」
│
『
定
本
花
袋
全
集
』
第
十
五
巻
所
収

臨
川
書
店

平
成
六
年
六
月
）（
初
出＝

『
東
京
の
三

十
年
』
博
文
館

大
正
六
年
六
月
）
六
四
八
頁

⑶

片
岡
鉄
兵
「
文
学
的
紀
行
」（「
文
学
界
」
第
五
巻
第
六
号

文
藝
春
秋
社

昭
和
十
三
年
六
月
）

⑷

村
田
犀
川
「
新
刊
を
読
み
た
る
後
」（「
新
声
」
第
二
十
巻
十
一
号

隆
文
館

明
治
四
十
二
年
十
二
月
）
八
九
頁

⑸
「『
田
舎
教
師
』
合
評
」（「
読
売
新
聞
」
明
治
四
十
二
年
十
一
月
七
日
別
刷

読
売
新
聞
社
）
七
面

⑹

藤
森
清
「『
田
舎
教
師
』
の
自
然
描
写
」（『
語
り
の
近
代
』
所
収

有
精
堂

平
成
八
年
四
月
）
四
〇
頁
（
初
出＝

「
名
古
屋
大
学
国
語
国
文
学
」

七
十
号

名
古
屋
大
学
国
語
国
文
学
会

平
成
四
年
七
月
）
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⑺

大
井
田
義
彰
「〈
無
垢
な
る
も
の
〉
の
功
罪
を
め
ぐ
っ
て
│
│
田
山
花
袋
『
田
舎
教
師
』
試
論
│
│
」（「
東
京
学
芸
大
学
紀
要

第
二
部
門

人

文
科
学
」
第
五
十
一
集

東
京
学
芸
大
学

平
成
十
二
年
二
月
）
二
八
五
頁

⑻

前
掲
「
文
学
的
紀
行
」
二
八
四
頁

⑼

教
育
出
版
セ
ン
タ
ー
、
平
成
四
年
三
月

⑽

加
藤
武
雄
『
悩
ま
し
き
春
』（
初
出＝

「
福
岡
日
日
新
聞
」
大
正
九
年
九
月
七
日
〜
大
正
十
年
二
月
十
二
日
、
初
刊＝

新
潮
社
・
大
正
十
年
六
月
一

日
、
引
用
は
復
刻
版＝

昭
和
書
院
・
昭
和
六
十
三
年
五
月
）

⑾

和
田
敦
彦
『
メ
デ
ィ
ア
の
中
の
読
者
│
読
書
論
の
現
在
』（
ひ
つ
じ
書
房

平
成
十
四
年
五
月
）
一
二
三
頁

⑿

他
、
島
崎
藤
村
・
正
宗
白
鳥
・
蒲
原
有
明
・
小
山
内
薫
・
相
馬
御
風
・
長
谷
川
天
渓
・
中
村
星
湖
・
西
村
渚
山
・
吉
江
孤
雁
・
前
田
木
城
が
寄

稿
。

⒀
「
仙
子
」
と
は
水
野
仙
子
で
あ
る
。「
文
章
世
界
」
へ
の
投
書
を
激
賞
さ
れ
た
こ
と
を
動
機
に
上
京
、
花
袋
に
弟
子
入
り
し
て
い
た
水
野
は
、
当
時

投
書
家
た
ち
の
注
目
の
的
で
あ
っ
た
。

⒁

花
袋
選
『
二
十
二
篇
』（
東
雲
堂
書
店
、
明
治
四
十
三
年
一
月
）

⒂

前
掲
⑵

⒃
『
小
説
作
法
』
発
刊
に
あ
た
り
新
た
に
書
き
起
こ
さ
れ
た
も
の
。
引
用
は
『
定
本
花
袋
全
集

第
二
十
六
巻
』（
臨
川
書
店

平
成
七
年
六
月
）
二

八
〇
・
二
八
三
頁

⒄
『
定
本
花
袋
全
集

第
二
巻
』（
臨
川
書
店

平
成
五
年
五
月
）
四
〇
一
頁

※
引
用
は
原
則
と
し
て
、
漢
字
を
新
字
に
改
め
、
ル
ビ
を
適
宜
省
略
し
た
。

│
│
大
学
院
文
学
研
究
科
博
士
課
程
後
期
課
程
│
│

「
待
ち
か
ね
」
ら
れ
た
物
語
│
│
『
田
舎
教
師
』
予
告
記
事
の
考
察

一
八


