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な
い
ま
で
に
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
元
吉
の
尊
敬

す
る
あ
こ
が
れ
の
人
か
ら
君
の
方
に
よ
か
っ
た
ら
来
て
見
た

ま
え
、
と
い
う
手
紙
を
も
ら
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
し

て
そ
こ
へ
行
き
さ
え
す
れ
ば
好
き
な
文
章
が
自
由
に
書
け
る

よ
う
に
な
る
と
思
い
こ
ん
で
い
た
の
で
あ
る
。
ま
た
そ
こ
は

お
ぼ
ろ
な
太
陽
の
照
る
と
こ
ろ
で
な
く
、
明
る
い
い
つ
も
三

月
の
太
陽
の
さ
ん
さ
ん
と
照
る
、
す
べ
て
の
こ
と
が
思
う
ま

ま
に
な
る
、
う
ぶ
湯
の
よ
う
に
か
ら
だ
を
洗
っ
て
く
れ
る
、

新
し
い
村
が
手
を
す
け
て
待
っ
て
い
て
く
れ
る
と
思
い
こ
ん

で
い
た
か
ら
で
あ
る
。
何
を
見
て
も
何
を
考
え
て
も
そ
の
底

に
あ
こ
が
れ
の
新
し
い
村
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
空
は
曇
り
、

雨
が
降
り
そ
う
な
今
日
も
、
日
向
の
新
し
き
村
に
は
す
べ
て

の
草
木
も
鳥
も
、
レ
ン
ゲ
の
花
や
菜
の
花
に
集
ま
る
チ
ョ
ウ

や
ハ
チ
も
、
濃
厚
な
太
陽
の
光
り
の
中
で
自
由
に
た
わ
む
れ

て
い
る
。
そ
の
新
し
い
村
、
今
日
家
で
畑
の
草
取
り
を
し
て

い
る
の
も
麦
の
最
後
の
土
入
れ
を
し
て
い
る
の
も
手
足
を
動

は
じ
め
に

　

悦
田
喜
和
）
1
（
雄
「
百
姓
は
死
ん
だ
」（『
徳
島
新
聞
』
一
九
七
一
・

四
・
二
四
〜
八
・
一
六
）は
、
自
伝
的
要
素
を
含
む
作
品
で
あ
る

が
、
そ
こ
に
は
悦
田
自
身
を
モ
デ
ル
と
す
る
元
吉
の
「
新
し

き
）
2
（

村
」
へ
の
憧
憬
が
語
ら
れ
る
箇
所
が
あ
る
。

春
で
あ
っ
た
ら
し
い
。
田
は
ゲ
ン
ゲ
の
花
ざ
か
り
で
あ
り
、

菜
の
花
も
咲
い
て
い
た
。
な
ぜ
そ
ん
な
春
に
し
た
か
と
い
う

と
、
元
吉
の
家
で
は
百
姓
の
仕
事
の
方
も
麦
の
施
肥
も
済
み
、

ま
だ
麦
刈
り
ま
で
に
は
二
カ
月
余
り
も
間
が
あ
る
し
、
水
田

の
仕
事
に
も
間
の
あ
る
、
い
そ
が
し
い
と
い
っ
て
も
一
番
ゆ

っ
た
り
し
た
時
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
も
し
、
こ
れ
を
父

母
た
ち
が
知
っ
た
ら
や
め
さ
せ
ら
れ
る
に
き
ま
っ
て
い
た
か

ら
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
元
吉
と
し
て
は
そ
れ
は
急
流
の
川

の
水
の
よ
う
に
ど
う
し
て
も
そ
れ
を
阻
止
す
る
こ
と
は
出
来

悦
田
喜
和
雄
と
「
新
し
き
村
」

富　

塚　

昌　

輝
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の
家
出
も
、
そ
れ
に
よ
っ
て
自
分
の
こ
れ
か
ら
の
も
の
書
き

と
し
て
筆
で
生
計
が
立
て
ら
れ
る
人
間
に
な
れ
る
か
ど
う
か

と
い
う
う
ら
な
い
の
よ
う
な
も
の
も
ひ
そ
か
に
か
け
て
い
た

く
ら
い
な
も
の
で
元
吉
と
し
て
は
決
定
的
な
自
信
の
よ
う
な

も
の
を
持
っ
て
い
た
。
そ
の
発
表
を
新
し
き
村
で
見
る
こ
と

が
出
来
、
そ
れ
が
当
選
し
て
い
た
ら
、
自
分
の
文
筆
で
生
き

て
行
く
門
出
の
喜
び
で
あ
り
、
そ
れ
を
見
る
こ
と
が
、
自
分

の
力
を
他
に
示
す
一
つ
の
誇
り
に
な
る
こ
と
と
心
の
内
で
決

め
て
い
た（
一
九
七
一
・
七
・
二
四
）

　

引
用
が
長
く
な
っ
た
が
、
こ
れ
ら
の
箇
所
に
は
、
若
き
日
の
悦

田
に
と
っ
て
「
新
し
き
村
」
へ
の
訪
問
が
ど
の
よ
う
な
意
味
を
持

っ
て
い
た
か
が
、
鮮
明
に
描
か
れ
て
い
る
。
ま
た
、
彼
の
「
新
し

き
村
」
行
が
農
閑
期
を
ぬ
す
ん
で
の
実
行
で
あ
っ
た
こ
と
、
出
立

に
先
立
っ
て
武
者
小
路
実
篤
と
の
手
紙
の
や
り
取
り
が
あ
っ
た
こ

と
、『
新
し
き
村
』
等
に
記
載
さ
れ
た
「
新
し
き
村
の
精
神
」
に

憧
れ
を
抱
い
た
こ
と
な
ど
、
悦
田
の
「
新
し
き
村
」
行
を
め
ぐ
る

経
緯
を
解
明
す
る
た
め
の
手
が
か
り
も
多
く
あ
る
。
さ
ら
に
、
自

由
な
文
筆
活
動
へ
の
憧
れ
と
そ
れ
を
束
縛
す
る
「
家
」
と
の
葛
藤
、

そ
し
て
そ
こ
か
ら
の
「
脱
出
」
と
い
っ
た
悦
田
文
学
の
主
要
モ
チ

ー
フ
が
、「
新
し
き
村
」
と
の
か
か
わ
り
の
中
で
現
れ
て
い
る
こ

と
も
興
味
深
く
思
わ
れ
る
。

　

た
だ
し
、
こ
の
箇
所
に
描
か
れ
て
い
る
内
容
が
、
実
際
の
悦
田

か
し
て
い
る
の
は
新
し
い
村
で
の
働
き
に
感
じ
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
こ
で
は
そ
の
感
覚
だ
け
な
の
で
、
そ
の
感
覚
を

眼
前
に
寄
せ
る
と
、
そ
の
す
べ
て
を
制
止
す
る
家
が
あ
り
、

そ
の
家
は
手
足
や
精
神
ま
で
も
包
ん
で
し
ま
っ
て
す
べ
て
の

自
由
を
束
縛
し
て
し
ま
っ
て
身
動
き
が
出
来
な
い
。
こ
れ
を

ぬ
け
出
す
こ
と
は
家
出
で
あ
る
。
元
吉
は
そ
こ
だ
と
家
出
に

決
め
た
の
で
あ
る
。（
一
九
七
一
・
七
・
一
〇
）

人
類
の
理
想
郷
、
新
し
き
村
、
そ
こ
へ
行
っ
て
住
む
こ
と
が

出
来
る
。
ま
だ
見
ぬ
新
し
き
村
が
き
れ
い
に
見
え
て
来
る
。

（
中
略
）早
く
眠
ろ
う
！

い
い
聞
か
せ
る
よ
う
に
つ
ぶ
や
く
。

ま
た
雑
誌
で
見
て
い
る
新
し
き
村
の
精
神
が
浮
か
ん
で
く
る
。

そ
こ
の
道
に
は
き
れ
い
な
花
が
咲
き
川
に
は
き
れ
い
な
水
が

流
れ
、
小
さ
な
魚
が
お
よ
ぎ
ま
わ
っ
て
い
る
。
明
日
か
明
後

日
に
は
そ
こ
へ
行
け
る
。
そ
こ
で
雑
草
の
よ
う
に
伸
び
伸
び

と
自
我
を
完
全
に
成
長
さ
せ
る
。（
一
九
七
一
・
七
・
一
七
）

二
つ（「
文
章
世
界
に
投
書
し
て
あ
る
木
賃
宿
の
朝
と
、
婦
人

公
論
に
女
の
名
で
投
書
し
て
あ
る
、
小
夜
子
さ
ん
の
失
敗
と

私
の
悲
し
み
」
―
引
用
者
）と
も
自
信
を
持
っ
て
雑
誌
の
来

る
の
を
待
っ
て
い
る
。
何
度
も
古
い
雑
誌
を
出
し
て
他
の
当

選
し
て
い
る
人
の
も
の
と
見
く
ら
べ
て
考
え
て
も
確
実
に
、

二
つ
は
当
選
す
る
と
い
う
う
ぬ
ぼ
れ
は
も
っ
て
い
た
。
今
度
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い
。「
悦
田
喜
和
雄
略
年
譜
」（『
四
国
文
学
』「
悦
田
喜
和
雄
先
生

古
稀
祝
寿
記
念
特
集
」、
一
九
六
五
・
八
）に
は
「
大
正
八
年（
一

九
一
九
）／
武
者
小
路
実
篤
氏
に
乞
い
て
『
新
し
き
村
』
会
員
と

な
り
、
何
度
か
九
州
日
向
の
『
新
し
き
村
』
に
赴
い
て
農
耕
に
従

事
し
な
が
ら
小
説
を
書
く
。」
と
書
か
れ
て
い
る
。
ま
た
、「
悦
田

喜
和
雄
作
品
目
録
」（
後
藤
公
丸
『
忘
れ
ら
れ
た
農
民
作
家　

評
伝　

悦
田
喜
和
雄
』
二
〇
〇
一
・
一
二
、
四
国
文
学
会
。
以
下
『
評

伝
』
と
略
称
す
る
）に
よ
れ
ば
、
一
九
七
六
年
一
月
に
「
黄
昏
の

旅
出
」
が
『
新
し
き
村
』
に
発
表
さ
れ
て
い
る
。
悦
田
は
、
文
学

活
動
の
初
期
か
ら
晩
期
に
至
る
ま
で
の
長
期
間
に
わ
た
っ
て
「
新

し
き
村
」
と
の
か
か
わ
り
を
持
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

こ
う
し
た
事
実
が
知
ら
れ
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
例
え
ば
、

悦
田
が
「
新
し
き
村
」
に
い
つ
頃
ど
の
く
ら
い
滞
在
し
て
い
た
の

か
な
ど
、
悦
田
と
「
新
し
き
村
」
と
の
具
体
的
な
関
係
に
つ
い
て

は
こ
れ
ま
で
十
分
に
明
ら
か
に
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
悦
田
の
評

伝
を
書
い
た
後
藤
公
丸
は
、
悦
田
の
小
説
作
品
や
、「
新
し
き
村
」

関
係
者
の
回
想
記
事
を
見
わ
た
し
た
上
で
、「
喜
和
雄
は
ほ
ぼ
七

年
間
、
年
一
、
二
回
ぐ
ら
い
日
向
の
「
村
」
へ
で
か
け
、
一
月
ぐ

ら
い
滞
在
し
た
ら
し
い
こ
と
が
分
か
る
。」（『
評
伝
』
前
掲
）と
推

定
し
て
い
る
。
ま
た
、
佃
実
夫
「
悦
田
喜
和
雄
論
ノ
ー
ト
Ⅰ
―
そ

の
人
と
作
品
―
」（『
四
国
文
学
』
一
九
六
五
・
八
）に
は
、「
新
し

き
村
」
で
の
悦
田
と
志
賀
直
哉
の
交
流
に
関
す
る
貴
重
な
エ
ピ
ソ

ー
ド
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、「
新
し
き
村
」
に
お
け
る
悦

の
文
学
的
経
歴
を
正
確
に
反
映
し
て
い
る
か
と
い
う
点
に
つ
い
て

は
留
保
が
必
要
で
あ
る
。
例
え
ば
、
引
用
の
箇
所
で
は
、
元
吉
は

投
稿
作
品
で
あ
る
「
木
賃
宿
の
朝
」
と
「
小
夜
子
さ
ん
の
失
敗
と

私
の
悲
し
み
」
が
当
選
す
る
か
ど
う
か
の
発
表
を
「
新
し
き
村
」

で
確
認
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
し
か
し
、「
木
賃
宿
の
朝
」
が

『
文
章
世
界
』
に
掲
載
さ
れ
た
の
は
一
九
一
九
年
五
月
で
あ
り
、

「
私
の
懺
悔
と
憐
れ
な
文
子
さ
ん
」
が
『
婦
人
公
論
』
に
掲
載
さ

れ
た
の
は
一
九
二
一
年
一
〇
月
で
あ
る
。
ま
た
、
彼
が
初
め
て

「
新
し
き
村
」
を
訪
れ
る
の
は
一
九
二
〇
年
二
月
で
あ
る
。「
百
姓

は
死
ん
だ
」
で
は
「
新
し
き
村
」
へ
の
脱
出
は
失
敗
に
終
わ
っ
て

い
る
の
で
、
こ
こ
で
の
「
新
し
き
村
」
へ
の
脱
出
願
望
を
「
新
し

き
村
」
の
初
訪
問
の
日
付
と
照
合
す
る
こ
と
は
適
切
で
は
な
）
3
（

い
が
、

「
木
賃
宿
の
朝
」
と
「
小
夜
子
さ
ん
の
失
敗
と
私
の
悲
し
み
」（「
私

の
懺
悔
と
憐
れ
な
文
子
さ
ん
」）の
両
作
品
の
当
選
発
表
を
「
新
し

き
村
」
で
確
認
し
た
い
と
い
う
の
は
、
実
際
の
年
譜
に
照
ら
し
て

み
る
と
い
さ
さ
か
無
理
が
あ
る
。

　

そ
の
よ
う
な
事
実
と
の
不
整
合
を
踏
ま
え
る
な
ら
ば
、「
百
姓

は
死
ん
だ
」
に
描
か
れ
た
「
新
し
き
村
」
へ
の
憧
憬
は
、
後
年
の

悦
田
が
自
身
の
文
学
的
経
歴
を
振
り
返
り
な
が
ら
、
投
書
家
時
）
4
（

代

の
次
の
文
学
的
展
開
と
し
て
「
新
し
き
村
」
行
を
位
置
づ
け
て
い

た
こ
と
の
表
現
と
理
解
し
て
お
い
た
方
が
良
い
で
あ
ろ
）
5
（

う
。

　

い
ず
れ
に
せ
よ
悦
田
喜
和
雄
の
文
学
的
事
跡
に
お
い
て
「
新
し

き
村
」
と
の
関
係
が
重
要
な
意
味
を
持
っ
て
い
る
こ
と
は
疑
い
な
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永
見
の
記
事
に
は
月
日
の
記
載
が
な
い
た
め
、
後
年
、
こ
の
記

事
を
参
照
し
た
後
藤
公
丸
は
「
季
節
は
分
か
ら
な
い
が
春
ら
し

い
」（『
評
伝
』
前
掲
）と
推
測
し
て
い
る
。

　

さ
て
、『
ニ
ウ
ス
』
第
九
号（
一
九
二
〇
・
三
）に
は
、「
〇
悦
田

喜
和
雄
氏　

新
た
に
入
村
。（
十
八
日
）」
と
す
る
記
事
が
あ
る
。

こ
の
記
事
に
よ
り
、
悦
田
が
は
じ
め
て
「
新
し
き
村
」
を
訪
れ
た

の
が
一
九
二
〇
年
二
月
一
八
日
で
あ
っ
た
と
確
定
で
き
る
。

　

次
に
、
こ
の
時
の
滞
在
期
間
に
つ
い
て
考
え
て
み
る
。
悦
田
喜

和
雄
が
「
新
し
き
村
」
に
滞
在
し
て
い
た
期
間
に
、
志
賀
直
哉
が

そ
こ
を
訪
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
志
賀
が
離
村
す
る
際
に
、
悦
田

は
志
賀
に
同
道
し
て
帰
路
に
つ
い
て
い
る
。
佃
実
夫
「
悦
田
喜
和

雄
論
ノ
ー
ト
Ⅰ
」（
前
掲
）に
は
、
こ
の
時
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
記
さ

れ
て
い
る
。

そ
の
「
村
」
を
訪
れ
、
何
日
か
滞
在
し
た
志
賀
直
哉
と
面
識

が
で
き
た
。「
村
「マ
マか

ら
志
賀
直
哉
が
帰
る
と
き
、
悦
田
喜

和
雄
は
随
行
し
た
。
こ
の
機
縁
は
、
志
賀
直
哉
の
手
に
よ
っ

て
、
悦
田
喜
和
雄
の
処
女
作
が
、
雑
誌
『
白
樺
』
に
載
せ
ら

れ
る
機
縁
と
も
な
る
。

「
何
等
の
切
符
を
買
う
の
で
す
か
…
…
」

　

と
尋
ね
る
悦
田
喜
和
雄
に
、

「
君
の
乗
る
の
で
い
い
よ
」
と
志
賀
直
哉
が
答
え
た
。
そ
れ

田
の
活
動
に
関
し
て
は
ほ
と
ん
ど
記
さ
れ
て
い
な
い
。

　

そ
こ
で
、
本
稿
で
は
、
悦
田
喜
和
雄
の
「
新
し
き
村
」
で
の
活

動
の
実
情
に
つ
い
て
、「
新
し
き
村
」
が
発
行
し
て
い
た
『
ニ
ウ

ス
』
や
『
新
し
き
村
通
信
』
な
ど
の
資
料
に
よ
り
な
が
ら
明
ら
か

に
し
て
い
き
た
）
6
（

い
。
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
徳
島
南
部
の
農
家
で

成
長
し
た
一
人
の
青
年
が
、
投
書
活
動
に
よ
っ
て
文
学
に
目
ざ
め
、

そ
の
次
の
ス
テ
ッ
プ
と
し
て
「
新
し
き
村
」
へ
と
赴
い
た
こ
と
の

意
味
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
と
思
）
7
（

う
。

一
　「
新
し
き
村
」
へ
の
訪
問

　

こ
の
章
で
は
、
悦
田
喜
和
雄
が
「
新
し
き
村
」
を
訪
問
し
た
時

期
と
、
そ
こ
で
の
滞
在
期
間
に
つ
い
て
明
ら
か
に
し
て
い
く
。

　

ま
ず
、
悦
田
が
は
じ
め
て
「
新
し
き
村
」
を
訪
れ
た
時
期
を
確

定
し
た
い
。
悦
田
の
最
初
の
訪
村
に
つ
い
て
、
永
見
七
郎
「
や
わ

ら
か
い
手
―
悦
田
喜
和
雄
と
新
し
き
村
」（『
新
し
き
村
』
一
九
八

四
・
二
）は
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

悦
田
喜
和
雄
の
名
が
新
し
き
村
六
十
五
年
の
歴
史
の
中
に
、

は
じ
め
て
出
て
来
る
の
は
、
日
向
に
村
が
生
ま
れ
て
三
年
目

の
大
正
九
年
で
あ
る
。（
中
略
）そ
の
年
の
暮
れ
に
出
た
、
新

し
き
村
「
ニ
ウ
ス
」
に
よ
る
と
、「
現
在
、
村
に
住
ん
で
い

る
者
と
そ
の
家
族
」
の
中
に
は
、
も
う
悦
田
喜
和
雄
の
名
は

な
い
。
一
年
も
た
た
な
い
う
ち
に
、
彼
は
村
を
出
た
の
だ
。
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第
三
五
号（
一
九
二
一
・
五
）に
「
悦
田
兄
は
四
十
日
間
滞
留
し
て

四
月
四
日
帰
国
の
途
に
つ
い
た
。
遠
く
か
ら
態
々
来
て
い
た
だ
い

て
仕
事
の
こ
と
を
い
ろ
〳
〵
教
え
て
貰
へ
た
こ
と
を
同
兄
に
深
く

感
謝
す
る
。」
と
あ
り
、
四
月
四
日
に
離
村
し
た
こ
と
が
分
か
る
。

悦
田
の
二
度
目
の
訪
村
は
、
前
年
と
ほ
ぼ
同
時
期
で
あ
り
、
滞
在

期
間
も
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
っ
た
。

　

一
九
二
二
年
と
一
九
二
三
年
に
つ
い
て
は
、『
ニ
ウ
ス
』
の
残

存
状
況
が
良
く
な
く
、
悦
田
の
動
静
を
知
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

今
後
の
調
査
に
委
ね
た
い
。

　

一
九
二
四
年
に
つ
い
て
も
『
ニ
ウ
ス
』
の
残
存
状
況
は
良
く
な

い
が
、
同
年
の
『
ニ
ウ
ス
』
七
月
号
が
残
っ
て
お
り
、
そ
こ
に

「
田
植
が
終
る
と
間
も
な
く
悦
田
君
が
、
八
月
迄
の
予
定
で
家
に

行
き
」
と
の
記
事
が
見
ら
れ
る
。
さ
ら
に
こ
の
と
き
の
滞
在
に
つ

い
て
考
え
る
資
料
と
し
て
武
者
小
路
実
篤
「
新
し
き
村
よ
り
」

（『
人
間
生
活
』
一
九
二
四
・
六
）の
記
述
が
あ
る
。

　

二
月
十
四
日
に
村
を
出
て
、
四
月
六
日
に
村
に
帰
る
。

　

留
守
の
人
多
く
つ
て
、
久
し
ぶ
り
に
逢
へ
る
と
思
つ
た
人

に
逢
へ
な
い
の
は
淋
し
く
も
あ
る
が
、
村
に
居
る
兄
弟
姉
妹

の
元
気
な
の
を
久
し
ぶ
り
に
見
る
の
は
う
れ
し
い
。
福
永
が

帰
つ
て
居
、
悦
田
君
が
来
て
居
た
の
は
う
れ
し
い
。

　

こ
の
記
述
か
ら
、
四
月
六
日
に
は
悦
田
は
「
新
し
き
村
」
に
滞

で
悦
田
喜
和
雄
は
、
三
等
の
赤
切
符
を
買
っ
た
そ
う
で
あ
る
。

「
志
賀
さ
ん
が
、
三
等
の
汽
車
に
乗
っ
た
の
は
初
め
て
で
な

い
だ
ろ
う
か
？

駅
に
着
い
た
ら
ね
、
志
賀
さ
ん
に
用
の
あ

る
新
聞
記
者
が
ホ
ー
ム
に
待
っ
て
い
て
、
二
等
車
あ
た
り
で
、

う
ろ
う
ろ
探
し
廻
っ
て
い
る
ん
だ
。
悪
い
こ
と
を
し
て
し
ま

っ
た
な
、
と
思
っ
て
弱
っ
て
し
も
う
た
」

直
哉
と
悦
田
喜
和
雄
は
、
後
年
に
な
っ
て
私
に
語
っ
た
。

　

志
賀
直
哉
が
「
新
し
き
村
」
を
離
れ
た
の
が
四
月
五
日
頃
の
こ

と
と
推
測
さ
れ
）
8
（
る
の
で
、
悦
田
の
離
村
も
こ
の
頃
の
こ
と
と
見
る

こ
と
が
で
き
る
。『
ニ
ウ
ス
』
第
一
五
号（
一
九
二
〇
・
五
）に
掲

載
さ
れ
た
「
村
に
す
ん
で
ゐ
る
人
」
の
中
に
は
す
で
に
悦
田
の
名

は
見
え
な
い
。

　

次
に
、
悦
田
が
二
度
目
に
「
新
し
き
村
」
を
訪
れ
た
時
期
と
滞

在
期
間
を
明
ら
か
に
す
る
。『
ニ
ウ
ス
』
第
三
三
号（
一
九
二
一
・

三
）に
は
悦
田
の
二
度
目
の
訪
問
に
関
す
る
以
下
の
記
事
が
あ
る
。

（
二
月
―
引
用
者
）二
十
二
日
悦
田
兄
二
度
目
の
来
村
。
同
兄

は
頗
る
農
事
に
精
通
し
て
お
ら
れ
る
の
で
其
の
教
示
に
よ
つ

て
甚
だ
得
る
と
こ
ろ
が
多
い
。
同
兄
は
四
月
初
旬
迄
逗
留
の

筈
で
あ
る
。

　

さ
ら
に
、
こ
の
時
の
離
村
の
時
期
に
つ
い
て
は
、『
ニ
ウ
ス
』
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君
は
も
う
村
に
ゐ
る
こ
と
と
思
ふ
。」
と
書
か
れ
て
お
り
、
訪
村

に
関
し
て
悦
田
か
ら
武
者
小
路
宛
に
連
絡
が
あ
っ
た
こ
と
を
う
か

が
わ
せ
る
。
武
者
小
路
実
篤
「
新
し
き
村
よ
り
」（『
新
し
き
村
通

信
』
第
一
四
号
、
一
九
二
五
・
八
。
脱
稿
日
は
「
八
、
四
」）に
は
、

「
畑
の
方
も
悦
田
君
が
来
、
上
田
君
が
来
今
迄
の
人
の
上
に
力
が

加
は
つ
た
の
で
、
気
持
ち
よ
く
行
つ
て
ゐ
る
。」
と
あ
り
、
八
月

に
は
悦
田
が
「
新
し
き
村
」
に
滞
在
し
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。

こ
の
時
の
滞
在
か
ら
の
離
村
の
時
期
に
つ
い
て
は
、
雲
影
龍
音

「
左
様
な
ら
」（『
新
し
き
村
通
信
』
第
一
七
号
、
一
九
二
五
・
一
一
。

脱
稿
日
は
「
十
一
月
六
日
」）に
、「
昨
日
悦
田
兄
が
郷
里
へ
行
か

れ
ま
し
た
が
、（
勿
論
又
村
へ
帰
ら
れ
る
と
思
ひ
ま
す
が
）悦
田
兄

の
や
う
な
熱
心
な
、
そ
し
て
農
事
に
委
し
い
人
は
是
非
四
五
人
位

ゐ
て
欲
し
い
と
思
ひ
ま
す
。〔
。〕村
の
た
め
に
熱
心
に
働
く
人
、

農
事
に
委
し
い
人
、
さ
う
い
ふ
人
々
は
尊
敬
し
て
い
ゝ
と
思
ひ
ま

す
。
単
に
尊
敬
す
る
の
み
に
止
め
ず
、
何
か
の
方
法
で
優
遇
し
て

は
ど
う
か
と
思
ひ
ま
す
。」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
一
一
月
五
日
で

あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
こ
う
し
て
見
る
と
、
一
九
二
五
年
の
悦
田

の
「
新
し
き
村
」
で
の
滞
在
期
間
は
、
前
年
か
ら
三
月
一
三
日
ま

で
と
、
六
月
後
半
か
ら
十
一
月
五
日
ま
で
の
約
八
ヶ
月
間
で
あ
る

と
推
測
で
き
る
。
た
だ
し
、
こ
こ
で
推
測
さ
れ
た
滞
在
期
間
の
間

に
一
度
も
村
を
離
れ
て
い
な
か
っ
た
と
断
定
す
る
こ
と
は
で
き
な

い
た
め
、
さ
ら
な
る
調
査
が
必
要
で
あ
る
。

　

次
に
一
九
二
六
年
の
滞
在
時
期
に
つ
い
て
考
え
て
い
く
。
山
手

在
し
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
ま
た
、
悦
田
喜
和
雄
「
労
働
」

（『
人
間
生
活
』
一
九
二
四
・
八
）の
脱
稿
日
が
「
六
月
二
十
一
日

朝
」
と
な
っ
て
い
る
の
で
、
こ
の
時
は
ま
だ
「
新
し
き
村
」
に
い

た
よ
う
で
あ
る
。『
ニ
ウ
ス
』
の
記
事
ど
お
り
、
悦
田
が
八
月
以

降
「
新
し
き
村
」
を
訪
れ
た
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
確
認
で
き
て

い
な
い
。

　

続
い
て
一
九
二
五
年
の
悦
田
の
訪
村
に
つ
い
て
考
え
て
い
き
た

い
。
武
者
小
路
実
篤
「
新
し
き
村
の
現
状
」（『
新
し
き
村
通
信
』

第
三
号
、
一
九
二
五
・
一
。
脱
稿
日
は
「
一
二
、
二
七
」）に
は
、

「
労
働
。
悦
田
。
杉
山
」
と
あ
り
、
前
年
の
一
九
二
四
年
一
二
月

二
七
日
に
は
悦
田
が
「
新
し
き
村
」
に
滞
在
し
て
い
た
こ
と
が
分

か
る
。
そ
し
て
、
離
村
の
時
期
に
つ
い
て
は
、
飯
田
祥
彦
「
編
集

雑
記
」（『
新
し
き
村
通
信
』
第
七
号
、
一
九
二
五
・
三
。
脱
稿
日

は
「
三
月
十
二
日
夜
」）に
「
悦
田
君
が
此
の
間
病
気
し
て
か
ら
、

一
向
は
つ
き
り
し
な
い
の
で
、
暫
く
国
の
方
で
静
養
す
る
た
め
に
、

明
日
帰
る
さ
う
で
す
。
田
植
ま
で
に
は
村
に
帰
つ
て
来
る
と
言
つ

て
居
ま
す
。」
と
あ
る
の
で
、
三
月
一
三
日
と
見
る
こ
と
が
で
き

る
。

　

飯
田
祥
彦
の
記
事
に
は
、
悦
田
が
「
田
植
ま
で
に
は
村
に
帰
つ

て
来
る
」
と
言
っ
て
い
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
が
、
悦
田
は

「
新
し
き
村
」
に
戻
っ
て
き
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
武
者
小
路
実
篤

「
東
京
に
て
」（『
新
し
き
村
通
信
』
第
一
三
号
、
一
九
二
五
・
七
。

脱
稿
日
は
「
六
、
二
三
」）に
は
、「
悦
田
君
、
上
田
君
、
ト
シ
倉
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こ
れ
に
よ
り
、
悦
田
は
家
業
の
農
業
を
継
ぎ
、
そ
ち
ら
に
専
念
す

る
こ
と
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
。
こ
の
頃
に
「
新
し
き
村
」
へ
お
く

っ
た
悦
田
の
手
紙
が
杉
山
正
雄
「
悦
田
君
の
手
紙
」（『
新
し
き
村

通
信
』
第
三
二
号
、
一
九
二
七
・
二
）に
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

（
前
略
）〔
本
文
の
マ
マ
〕

　

村
を
う
ま
く
や
つ
て
下
さ
る
こ
と
を
何
よ
り
お
願
し
て
お

き
ま
す
。
私
も
こ
ち
ら
に
ゐ
て
何
か
の
方
法
で
村
の
た
め
に

働
く
こ
と
が
出
来
た
ら
働
き
た
く
思
ひ
ま
す
。
農
具
も
何
か

送
り
た
い
と
思
ひ
ま
す
。
何
か
ほ
し
い
も
の
か
あ
つ
た
ら
御

相
談
下
さ
つ
た
ら
探
し
た
い
と
思
ひ
ま
す〔
。〕と
云
つ
て
も

高
い
物
は
買
ふ
こ
と
は
出
来
な
い
と
思
ひ
ま
す
が
、
そ
れ
で

も
御
相
談
下
さ
つ
た
ら
都
合
の
つ
き
次
第
何
と
か
い
た
し
ま

す
か
ら
。
そ
れ
も
私
の
方
で
少
し
も
無
理
は
し
ま
せ
ん
か
ら

気
楽
に
相
談
し
て
下
さ
つ
た
ら
出
来
な
い
も
の
は
出
来
な
い

と
云
ふ
し
出
来
る
と
き
は
何
な
り
す
ぐ
や
り
ま
す
か
ら
。

　

そ
れ
か
ら
農
業
の
方
、
植
付
時
な
ど
こ
ち
ら
の
こ
と
を
お

知
ら
せ
し
た
い
と
考
へ
た
り
し
ま
す
。
や
は
り
百
姓
に
は
植

付
時
と
か
蒔
付
時
が
何
よ
り
も
必
要
で
す
か
ら
。
そ
れ
を
う

ま
く
は
ず
さ
な
い
や
う
に
や
れ
ば
割
合
ら
く
に
上
等
の
も
の

が
作
れ
ま
す
。

　

や
は
り
村
へ
は
時
々
行
つ
て
見
た
く
て
た
ま
ら
な
く
な
り

ま
す
。
来
年
位
、
春
か
冬
に
行
く
こ
と
が
出
来
る
か
と
思
ひ

良
之
「
病
気
し
て
」（『
新
し
き
村
通
信
』
第
二
一
号
、
一
九
二

六
・
三
）に
は
、「
畑
の
方
は
こ
れ
か
ら
愈
々
春
蒔
だ
が
、
今
の
人

数
に
悦
田
君
が
帰
つ
て
来
れ
ば（
二
三
日
前
近
い
中
に
国
を
発
つ

と
い
ふ
通
知
を
貰
つ
た
）今
迄
に
な
く
人
数
も
増
え
る
し
、
粒
も

揃
ふ
わ
け
だ
か
ら
、
今
年
度
は
隔
段
の
進
み
方
を
す
る
事
と
思

ふ
。」
と
あ
り
、
悦
田
が
三
月
頃
に
出
立
の
予
定
を
立
て
て
い
た

こ
と
が
分
か
る
。
ま
た
同
年
五
月
発
行
の
『
新
し
き
村
通
信
』
第

二
三
号
に
は
「
旅
行
中
の
人（
中
略
）悦
田
喜
和
雄　

徳
島
県
由
岐

局
区
内
木
岐
」
と
あ
る
の
で
、
五
月
に
は
滞
在
し
て
い
た
こ
と
が

分
か
る
。
こ
の
時
の
離
村
の
時
期
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
の
分
か
る

資
料
を
見
る
こ
と
が
で
き
て
い
な
い
。
た
だ
し
、
上
田
慶
之
助

「
農
場
よ
り
」（『
新
し
き
村
通
信
』
第
二
五
号
、
一
九
二
六
・
七
）

に
は
、「
春
夏
の
も
の
で
は
馬
鈴
薯
、
南
瓜
等
の
少
し
早
作
り
を

悦
田
君
が
い
ゝ
と
言
つ
て
ゐ
ま
し
た
。（
中
略
）悦
田
君
が
わ
ざ

〳
〵
田
植
を
手
伝
ひ
か
た
が
た
来
て
く
れ
ま
し
た
。」
と
あ
る
の

で
、
七
月
に
は
ま
だ
在
村
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
ま
た
、
古
川

芳
三
「
農
事
の
こ
と
」（『
新
し
き
村
通
信
』
第
二
八
号
、
一
九
二

六
・
一
〇
）に
は
、「
稲
は
田
植
に
悦
田
君
が
わ
ざ
〳
〵
来
て
、
雨

の
最
中
に
皆
し
て
滞
り
な
く
植
付
け
た
の
で
し
た
が
、」
と
回
顧

さ
れ
て
お
り
、
稲
刈
り
に
参
加
し
て
い
る
様
子
が
な
い
の
で
、
十

月
に
は
村
に
い
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
七
月
か
ら
十
月
の
間
の

ど
こ
か
で
悦
田
は
離
村
し
た
と
見
ら
れ
る
。

　

一
九
二
六
年
一
二
月
、
悦
田
喜
和
雄
の
父
慶
一
が
亡
く
な
る
。
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村
に
も
来
ら
れ
な
い
。」
と
あ
っ
て
、
父
の
死
と
「
新
し
き
村
」

訪
問
の
断
念
と
の
関
係
が
裏
付
け
ら
れ
る
。

　

先
に
引
用
し
た
手
紙
に
は
、
家
を
良
く
し
て
い
き
た
い
と
い
う

希
望
に
満
ち
た
思
い
が
綴
ら
れ
て
い
た
が
、
そ
れ
は
ま
た
家
を
守

ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
責
務
の
裏
返
し
の
表
現
で
あ
る
の
か
も
し

れ
な
い
。「
来
年
位
、
春
か
冬
に
行
く
こ
と
が
出
来
る
か
と
思
ひ

ま
す
」
と
い
う
期
待
が
か
な
え
ら
れ
る
こ
と
は
な
く
、
こ
れ
以
降
、

悦
田
が
日
向
の
「
新
し
き
村
」
を
訪
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

　

本
章
で
推
定
し
て
き
た
悦
田
喜
和
雄
の
「
新
し
き
村
」
滞
在
期

間
を
あ
ら
た
め
て
ま
と
め
て
み
る
と
、
以
下
の
通
り
と
な
る
。

・
一
九
二
〇
年
二
月
一
八
日
来
村
〜
四
月
上
旬（
五
日
頃
）離

村
・
一
九
二
一
年
二
月
二
二
日
来
村
〜
四
月
四
日
離
村

・
一
九
二
四
年
四
月
四
日
ま
で
に
来
村
〜
六
月
二
一
日
以
降

に
離
村

・
一
九
二
四
年
一
二
月
二
七
日
ま
で
に
来
村
〜
一
九
二
五
年

三
月
一
三
日
離
村

・
一
九
二
五
年
六
月
二
三
日
頃
来
村
〜
一
一
月
五
日
離
村

・
一
九
二
六
年
三
月
に
来
村
予
定
〜
七
月
以
降
離
村

　

全
体
と
し
て
曖
昧
な
点
も
多
く
、
一
九
二
二
年
や
一
九
二
三
年

な
ど
推
測
も
難
し
い
と
こ
ろ
も
あ
る
。
今
後
の
さ
ら
な
る
調
査
に

ま
す
が
。

　

そ
の
内
私
の
方
も
家
も
少
し
づ
ゝ
で
も
よ
く
し
て
村
の
人

で
旅
行
す
る
人
が
あ
つ
た
ら
来
て
も
ら
へ
る
や
う
に
し
た
い

と
思
ひ
ま
す
。
今
は
、
あ
ば
ら
や
、
と
云
ふ
感
じ
で
き
た
な

く
て
仕
方
あ
り
ま
せ
ん
が
、
だ
ん
〳
〵
よ
く
し
て
行
く
つ
も

り
で
す
。
夏
は
魚
つ
り
と
か
冬
に
は
狩
に
い
つ
て
遊
ぶ
や
う

に
す
る
、
村
の
人
に
そ
ん
な
人
が
あ
つ
た
ら
来
て
も
ら
う
こ

と
が
出
来
る
や
う
に
来
て
も
ら
つ
て
も
こ
ち
ら
に
恥
か
し
さ

を
感
じ
な
い
や
う
に
、
あ
る
処
ま
で
来
て
も
ら
つ
た
人
に
不

足
を
感
じ
さ
せ
な
い
や
う
に
し
て
か
ら
来
て
も
ら
う
よ
う
に

し
た
い
と
思
つ
て
ゐ
ま
す〔
。〕こ
の
頃
こ
ち
ら
で
は
魚
は
沢

山
と
れ
ま
す
。
ブ
リ
な
ど
前
日
三
百
五
十
位
一
度
に
と
れ
ま

し
た〔
。〕見
に
行
つ
て
も
何
ん
だ
か
心
が
へ
ん
に
な
り
ま
す
。

そ
の
ブ
リ
が
生
き
て
ゐ
る
の
で
す
。

　

こ
こ
で
は
父
の
死
に
つ
い
て
の
言
及
は
な
い
が
、
悦
田
が
父
の

死
に
よ
っ
て
家
業
に
専
念
せ
ざ
る
え
ず
、
毎
年
の
よ
う
に
行
っ
て

い
た
「
新
し
き
村
」
へ
の
訪
問
を
断
念
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ

た
事
情
は
う
か
が
い
知
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
加
藤
勘
助
「
村
よ

り
」（『
新
し
き
村
通
信
』
第
三
六
号
、
一
九
二
七
・
六
）に
も
、

「
村
も
こ
れ
か
ら
植
付
な
ど
で
、
急
が
し
い
。
毎
年
の
様
に
、
植

付
に
四
国
の
果
か
ら
、
わ
ざ
わ
ざ
加
勢
に
来
て
く
れ
て
ゐ
た
、
悦

田
君
の
こ
と
を
思
ふ
。
悦
田
君
が
、
お
父
さ
ん
が
亡
く
な
ら
れ
て
、
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さ
れ
る
と
き
、
そ
の
農
業
者
と
し
て
の
側
面
が
前
面
に
出
る
よ
う

で
あ
る
。「
新
し
き
村
」
で
悦
田
と
親
交
の
あ
っ
た
上
田
慶
之
助

は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

四
国
は
阿
波
の
農
家
で
、
そ
の
あ
と
と
り
が
又
し
て
も
家
を

と
び
出
し
て
村
に
や
っ
て
来
る
。
そ
う
し
て
、
ど
れ
ほ
ど
か

す
る
と
ま
た
引
き
戻
さ
れ
る
よ
う
に
郷
里
に
帰
ら
ね
ば
な
ら

ず
、
お
家
に
と
っ
て
も
長
く
は
欠
く
こ
と
の
出
来
ぬ
人
と
思

は
れ
た
。
が
、
村
で
は
悦
田
君
の
来
て
く
れ
た
あ
り
が
た
さ

は
比
類
が
な
く
、
武
者
小
路
先
生
の
格
別
の
信
頼
を
は
じ
め

と
し
て
誰
も
彼
も
、
僕
な
ど
も
何
か
豊
か
な
大
船
に
乗
っ
た

感
じ
で
実
に
春
風
に
吹
か
れ
乍
ら
、
独
り
言
の
よ
う
な
大
ら

か
な
𠮟
言
や
冗
談
を
浴
び
乍
ら
、
畝
を
耕
し
天
秤
で
桶
を
担

い
だ
も
の
だ
っ
た
。
本
当
は
悦
田
君
の
い
て
く
れ
る
間
は
僕

な
ど
天
秤
を
肩
に
す
る
こ
と
は
自
然
尠
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う

と
思
は
れ
る
。
君
が
や
れ
ば
実
に
何
事
も
日
常
茶
飯
事
の
如

く
楽
々
と
余
裕
を
も
っ
て
運
ば
れ
る
。
こ
っ
ち
が
や
る
と
な

る
と
ヘ
タ
を
す
る
と
悲
壮
感
。
明
ら
か
に
素
人
と
玄
人
の
違

ひ
が
あ
り
、
大
ら
か
な
君
の
人
柄
が
あ
っ
た
。（「
日
向
の
村

な
ど
」『
四
国
文
学
』
一
九
六
五
・
八
）

　

ま
た
韮
山
圭
介
は
「
新
し
き
村
」
で
悦
田
と
は
じ
め
て
出
会
っ

た
と
き
の
印
象
に
つ
い
て
、「
会
っ
て
み
る
と
、
悦
田
さ
ん
は
ま

委
ね
る
と
と
も
に
、
大
方
の
ご
教
示
を
お
願
い
し
た
い
。

　

悦
田
の
「
新
し
き
村
」
訪
問
は
一
九
二
六
年
の
訪
問
を
も
っ
て

最
後
と
な
る
が
、
そ
の
後
も
悦
田
は
寄
附
に
よ
っ
て
「
新
し
き

村
」
を
支
援
し
た
り
、
手
紙
の
や
り
取
り
を
通
じ
て
「
新
し
き

村
」
の
人
々
と
の
交
流
を
続
け
て
い
く
。
悦
田
と
「
新
し
き
村
」

と
の
関
係
の
全
体
像
を
見
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
こ
れ
以
後
の
関

係
も
含
め
て
捉
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
本
稿
で
は
悦
田
の

「
新
し
き
村
」
訪
村
に
関
す
る
調
査
報
告
に
と
ど
め
た
い
。
以
下

で
は
「
新
し
き
村
」
に
お
い
て
悦
田
が
ど
の
よ
う
な
活
動
を
し
て

い
た
の
か
、
そ
の
様
子
に
つ
い
て
見
て
い
き
た
い
。

二
　「
新
し
き
村
」
で
の
活
動（
一
）―
農
作
業
に
つ

い
て

　

本
章
で
は
「
新
し
き
村
」
で
の
悦
田
喜
和
雄
の
活
動
に
つ
い
て

見
て
い
く
。
後
藤
公
丸
は
悦
田
喜
和
雄
に
と
っ
て
の
「
新
し
き

村
」
の
意
味
に
つ
い
て
、
志
賀
直
哉
と
の
知
遇
を
え
た
こ
と
の
意

義
を
認
め
つ
つ
も
、「
そ
れ（
志
賀
直
哉
が
悦
田
の
作
品
を
『
白

樺
』
に
推
薦
し
た
こ
と
―
引
用
者
）以
後
の
四
年
間
の
訪
村
は

「
作
家
へ
の
道
」
と
し
て
で
は
な
く
て
純
粋
に
「
援
農
」
で
あ
っ

た
、
と
い
う
考
え
方
も
で
き
る
だ
ろ
う
」（『
評
伝
』
前
掲
）と
述
べ
、

「
援
農
」
と
し
て
の
側
面
を
強
調
し
て
い
る
。

　

た
し
か
に
、「
新
し
き
村
」
に
お
け
る
悦
田
の
姿
が
思
い
起
こ
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君
も
皆
の
熱
心
な
の
に
よ
ろ
こ
ん
で
く
れ
た
。（「
六
号
雑

記
」『
新
し
き
村
』
一
九
二
一
・
四
）

　

悦
田
君
も
帰
つ
て
く
れ
ゝ
ば
鬼
に
金
棒
だ
。
新
し
く
入
つ

た
人
の
内
に
実
に
い
ゝ
人
が
ゐ
て
く
れ
る
の
も
よ
ろ
こ
び
だ
。

古
く
か
ら
の
人
は
実
に
お
ち
つ
い
て
ゐ
る
。
村
も
段
々
根
が

は
へ
た
。
今
に
目
鼻
が
出
事マ
マ

る
。
い
ゝ
人
の
力
は
実
に
た
の

も
し
い
。（「
六
号
」『
新
し
き
村
』
一
九
二
二
・
二
）

　

そ
れ
か
ら
農
業
経
済
の
方
も
之
か
ら
も
つ
と
よ
く
考
へ
て

や
り
た
く
思
ふ
。
こ
の
方
面
に
は
い
ゝ
人
が
出
来
た
。

　

悦
田
君
が
来
て
く
れ
る
と
、
そ
の
方
の
よ
き
相
談
相
手
に

な
る
と
思
ふ
。

　

自
分
に
は
そ
の
方
は
ま
る
で
見
当
が
つ
か
な
い
。（「
新
し

き
村
の
今
後
」『
新
し
き
村
』
一
九
二
三
・
一
）

　

自
ら
が
農
業
に
疎
く
、
農
業
経
済
の
面
で
自
立
す
る
こ
と
が
で

き
な
い
「
新
し
き
村
」
に
頭
を
悩
ま
せ
て
い
た
武
者
小
路
に
と
っ

て
、
悦
田
は
頼
り
に
な
る
存
在
で
あ
っ
）
9
（

た
。
こ
の
よ
う
に
農
業
の

側
面
に
お
け
る
悦
田
の
貢
献
に
つ
い
て
は
、「
新
し
き
村
」
の
村

内
会
員
も
し
ば
し
ば
述
べ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

昨
日
悦
田
兄
が
郷
里
へ
行
か
れ
ま
し
た
が
、（
勿
論
又
村
へ

る
で
文
学
青
年
と
か
小
説
家
と
い
う
ム
ー
ド
の
な
い
、
見
る
か
ら

に
朴
訥
な
ま
る
出
し
の
お
百
姓
さ
ん
だ
っ
た
」（「
三
つ
児
の
魂
―

悦
田
さ
ん
の
こ
と
―
」『
四
国
文
学
』
一
九
六
五
・
八
）と
述
べ
て

い
る
。

　

大
津
山
国
夫
『
武
者
小
路
実
篤　

新
し
き
村
の
生
誕
』（
前
掲
）

が
、「
武
者
小
路
は
大
正
十
四
年
十
二
月
に
新
し
き
村
を
去
っ
て

村
外
会
員
に
な
っ
た
。
五
〇
余
人
を
自
活
の
め
ど
さ
え
た
た
な
い

日
向
に
残
し
た
の
だ
か
ら
、
彼
の
前
半
生
に
お
け
る
最
大
の
挫
折

で
あ
り
、
失
意
で
あ
っ
た
。」
と
指
摘
す
る
よ
う
に
、
武
者
小
路

実
篤
の
構
想
し
た
「
新
し
き
村
」
の
計
画
は
、
そ
の
理
想
の
高
さ

に
比
し
て
、
現
実
的
な
見
通
し
は
明
ら
か
に
甘
か
っ
た
。

　

ほ
と
ん
ど
農
業
の
素
人
で
組
織
さ
れ
た
「
新
し
き
村
」
に
と
っ

て
、
農
家
で
育
っ
た
悦
田
喜
和
雄
の
訪
問
は
あ
り
が
た
い
も
の
で

あ
っ
た
。
悦
田
の
二
度
目
の
訪
村
を
伝
え
る
記
事
に
お
い
て
も

「
同
兄
は
頗
る
農
事
に
精
通
し
て
お
ら
れ
る
の
で
其
の
教
示
に
よ

っ
て
甚
だ
得
る
と
こ
ろ
が
多
い
。」（『
ニ
ウ
ス
』
第
三
三
号
、
前

掲
）と
述
べ
ら
れ
て
お
り
、
農
業
の
玄
人
と
し
て
遇
さ
れ
て
い
る
。

武
者
小
路
実
篤
も
悦
田
喜
和
雄
に
大
き
な
期
待
を
か
け
て
い
た
。

　

悦
田
君
が
又
自
家
の
暇
を
ぬ
す
ん
で
来
て
く
れ
た
こ
と
は

実
に
よ
ろ
こ
び
で
あ
る
。
新
し
く
来
た
人
達
も
よ
ろ
こ
ん
で

ゐ
て
く
れ
る
の
に
感
謝
し
た
。
悦
田
君
の
話
だ
と
今
の
調
子

で
ゆ
け
ば
、
三
年
た
て
ば
立
派
な
畑
に
な
る
さ
う
で
、
悦
田
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が
伝
わ
っ
て
く
る
。

　

悦
田
は
直
接
農
作
業
を
助
け
る
以
外
に
も
、
寄
附
や
寄
贈
品
を

通
じ
て
「
新
し
き
村
」
へ
の
支
援
を
行
っ
て
い
る
。「
新
し
き
村
」

関
連
の
寄
附
や
寄
贈
品
の
報
告
記
事
か
ら
悦
田
の
も
の
を
拾
っ
て

み
る
。・「

蜜
柑
一
箱
」『
新
し
き
村
』
一
九
二
一
・
一

・「
種
子
其
他
」『
新
し
き
村
』
一
九
二
一
・
六

・「
モ
グ
ラ
ト
リ
、
鍬
四
挺
、
鎌
四
挺
」『
新
し
き
村
』
一
九

二
一
・
七

・「
種
子
」『
新
し
き
村
』
一
九
二
一
・
一
〇

・「
一
口
」（
五
〇
銭
）『
新
し
き
村
』
一
九
二
二
・
一
〇

・「
乾
魚
、
若
干
」『
新
し
き
村
』
一
九
二
三
・
一
〇

・「
乾
魚
、
一
包
」『
人
間
生
活
』
一
九
二
四
・
六

・「
百
円
」『
新
し
き
村
通
信
』
一
九
二
五
・
一

・「
丹
波
栗
接
穂
」『
新
し
き
村
通
信
』
一
九
二
八
・
五

・「
一
口
」（「
水
路
寄
附
金
」）『
新
し
き
村
通
信
』
一
九
二

八
・
六

・「（
十
五
円
）『
祭
用
餅
代
と
し
て
』」『
新
し
き
村
通
信
』

一
九
二
八
・
一
一

・「
三
円
」『
新
し
き
村
通
信
』
一
九
三
一
・
一

・「（
二
円
）田
植
費
用
の
為
め
に
」『
新
し
き
村
通
信
』
一
九

三
三
・
七

帰
ら
れ
る
と
思
ひ
ま
す
が
）悦
田
兄
の
や
う
な
熱
心
な
、
そ

し
て
農
事
に
委
し
い
人
は
是
非
四
五
人
位
ゐ
て
欲
し
い
と
思

ひ
ま
す〔
。〕村
の
た
め
に
熱
心
に
働
く
人
、
農
事
に
委
し
い

人
、
さ
う
い
ふ
人
々
は
尊
敬
し
て
い
ゝ
と
思
ひ
ま
す
。
単
に

尊
敬
す
る
の
み
に
止
め
ず
、
何
か
の
方
法
で
優
遇
し
て
は
ど

う
か
と
思
ひ
ま
す
。（
雲
影
龍
音
「
左
様
な
ら
」
前
掲
）

村
の
田
植
は
、
二
三
日
前
に
終
つ
た
。
六
七
人
、
大
い
時
は

十
人
余
り
の
兄
弟
が
、
十
日
か
ゝ
つ
た
由
。
悦
田
君
が
四
国

の
遠
方
か
ら
、
わ
ざ
わ
ざ
田
植
に
来
て
く
れ
、
あ
つ
ら
へ
向

き
の
雨
が
ふ
り
よ
い
田
植
が
出
来
た
と
思
ふ
。（
加
藤
勘
助

「
近
況
」『
新
し
き
村
通
信
』
一
九
二
六
・
七
）

　

悦
田
自
身
も
「
新
し
き
村
」
で
の
農
作
業
を
楽
し
ん
で
い
た
よ

う
で
あ
る
。
川
島
傳
吉
『
日
向
の
村
の
思
ひ
出
』（
一
九
五
九
・
七
、

知
性
社
）に
は
「
悦
田
喜
和
雄
君
の
若
い
な
が
ら
に
落
ち
つ
い
た

楽
し
げ
な
働
き
ぶ
り
を
み
て
、
先
生
は
感
心
さ
れ
て
、
こ
の
若
者

は
有
望
だ
と
思
は
れ
た
や
う
で
し
た
。」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
悦

田
の
「
大
ら
か
な
𠮟
言
や
冗
談
」
に
つ
い
て
は
先
ほ
ど
上
田
慶
之

助
「
日
向
の
村
な
ど
」（
前
掲
）で
見
た
が
、
鈴
木
安
太
郎
の
「
悦

田
君
の
う
る
さ
い
注
意
に
は
一
寸
閉
口
。
其
の
度
に
皆
笑
ふ
。」

（「
田
植
日
記
」『
人
間
生
活
』
一
九
二
四
・
八
）と
い
う
記
述
か
ら

も
、「
新
し
き
村
」
に
お
け
る
悦
田
を
介
し
た
農
作
業
の
雰
囲
気
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我
を
完
全
に
成
長
さ
せ
る
」
と
い
っ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
た
。

お
そ
ら
く
悦
田
の
訪
問
に
も
ま
た
、「
新
し
き
村
」
の
精
神
へ
の

憧
れ
や
文
筆
活
動
へ
の
期
待
が
こ
め
ら
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。

　

そ
れ
で
は
そ
う
し
た
期
待
は
叶
え
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
後

藤
公
丸
『
評
伝
』（
前
掲
）は
そ
の
点
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ

る
。

作
家
修
業
が
目
的
の
喜
和
雄
に
と
っ
て
は
、
新
し
き
村
に
お

け
る
師
実
篤
と
の
交
流
が
、
こ
れ
ま
で
見
て
来
た
よ
う
に
創

作
の
実
技
指
導
は
し
な
い
と
い
う
、
い
っ
て
み
れ
ば
君
子
の

交
わ
り
…
…
水
の
ご
と
く
淡
き
を
よ
し
と
す
る
「
君
子
の
交

わ
り
」
で
あ
り
、
他
に
は
「
文
学
友
達
」
も
居
な
か
っ
た
と

す
れ
ば
、
折
角
の
「
家
出
」
は
何
だ
っ
た
の
か
？

　
『
評
伝
』
は
「
勿
論
「
新
し
き
村
」
へ
の
道
は
、
作
家
志
望
の

喜
和
雄
に
と
っ
て
は
、
中
央
文
壇
へ
の
道
を
ひ
ら
い
た
登
竜
門
で

あ
っ
て
、
こ
れ
は
決
定
的
な
意
味
を
持
っ
て
い
る
。」
と
付
け
く

わ
え
る
こ
と
も
忘
れ
て
い
な
い
が
、
総
じ
て
文
学
活
動
の
面
に
お

け
る
「
新
し
き
村
」
の
役
割
に
つ
い
て
は
低
く
見
積
も
ら
れ
て
い

る
。「
創
作
の
実
技
指
導
は
し
な
い
」
と
い
う
実
篤
の
姿
勢
に
つ

い
て
は
、
悦
田
に
師
事
し
た
佃
実
夫
か
ら
の
直
話
と
し
て
次
の
よ

う
な
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

・「（
三
円
五
十
銭
）稲
作
肥
料
の
為
め
に
」『
新
し
き
村
通

信
』
一
九
三
三
・
八

悦
田
は
、
一
九
二
六
年
一
二
月
に
父
を
亡
く
し
た
こ
と
に
よ
っ
て

「
新
し
き
村
」
を
訪
問
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
が
、
そ
れ
以

後
も
寄
附
や
寄
贈
品
を
通
し
て
「
新
し
き
村
」
と
の
交
流
を
続
け

て
い
た
の
で
あ
る
。

　

農
作
業
の
面
に
つ
い
て
言
え
ば
、
悦
田
は
「
新
し
き
村
」
の
期

待
に
よ
く
応
え
て
い
た
し
、
悦
田
の
側
も
そ
う
し
た
信
頼
を
得
て

居
心
地
よ
い
思
い
で
あ
っ
た
ろ
う
。
そ
れ
で
は
、
文
学
活
動
の
面

で
は
ど
う
で
あ
っ
た
の
か
。
次
章
で
は
こ
の
点
に
つ
い
て
考
え
て

い
き
た
い
。

三
　「
新
し
き
村
」
で
の
活
動（
二
）―
文
学
活
動
に

つ
い
て

　

悦
田
は
、「
新
し
き
村
」
に
お
い
て
農
業
の
専
門
家
と
し
て
の

尊
敬
を
受
け
、
自
ら
も
楽
し
く
農
作
業
に
励
ん
で
い
た
。
し
か
し
、

彼
が
「
新
し
き
村
」
へ
行
く
こ
と
を
決
意
し
た
動
機
は
、
単
に
農

作
業
を
行
う
た
め
で
は
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
本
稿
の
冒
頭
で

示
し
た
「
百
姓
は
死
ん
だ
」（
前
掲
）に
は
、
元
吉
の
「
新
し
き
村
」

行
へ
の
思
い
と
し
て
、「
そ
こ
へ
行
き
さ
え
す
れ
ば
好
き
な
文
章

が
自
由
に
書
け
る
」
や
「
そ
こ
で
雑
草
の
よ
う
に
伸
び
伸
び
と
自
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気
に
な
る
が
、（
一
九
二
二
・
四
・
一
五
消
印
。
引
用
は

『
武
者
小
路
実
篤
全
集　

第
十
八
巻
』
一
九
九
一
・
四
、
小

学
館
）

武
者
小
路
は
「
雑
炊
」
の
原
稿
を
志
賀
に
送
り
、
雑
誌
社
へ
の
周

旋
を
依
頼
し
て
い
る
。
武
者
小
路
の
依
頼
を
受
け
た
志
賀
は
、
ま

ず
「
金
の
と
れ
る
」
雑
誌
で
あ
る
『
新
潮
』
の
水
守
亀
之
助
の
も

と
へ
「
雑
炊
」
の
原
稿
を
送
り
、
掲
載
の
依
頼
を
す
る
。
し
か
し
、

こ
の
依
頼
が
断
ら
れ
て
し
ま
っ
た
た
め
、
志
賀
は
「
雑
炊
」
を

『
白
樺
』
に
ま
わ
し
た
の
で
あ
る
。

悦
田
君
の
小
説
今
日
水
守
君
か
ら
の
返
事
で
先
約
が
溜
つ
て

ゐ
て
何
時
と
い
う
的
て
が
な
い
か
ら
と
断
は
つ
て
来
た
、
そ

れ
で
白
樺
の
方
へ
廻
は
し
た
が
、
悦
田
君
も
折
角
あ
て
に
し

て
ゐ
て
く
れ
て
お
気
の
毒
に
思
ふ
、（
武
者
小
路
実
篤
宛
、

一
九
二
二
・
五
・
一
四
消
印
。
引
用
は
『
志
賀
直
哉
全
集　

第
十
七
巻
』
注（
8
）前
掲
）

　

ま
た
、「
御
不
沙
汰
し
て
ゐ
る
、
悦
田
君
の
原
稿
を
送
つ
た　

読
ん
で
見
て
、
賛
成
だ
つ
た
ら
青
年
へ
の
せ
て
く
れ
玉
へ
、」（
木

下
検
二
宛
、
一
九
二
三
・
一
〇
・
二
七
消
印
。
引
用
は
『
志
賀
直

哉
全
集　

第
十
八
巻
』
二
〇
〇
〇
・
八
、
岩
波
書
店
）と
い
う
志

賀
の
は
が
き
も
残
さ
れ
て
お
り
、
悦
田
の
「
庄
吉
爺
さ
ん
」（『
青

短
編
小
説
を
書
い
て
先
生
の
と
こ
ろ
へ
も
っ
て
行
き
、
言
わ

れ
る
ま
ま
に
部
屋
の
違
い
棚
に
お
い
て
帰
る
。
け
れ
ど
も
、

幾
日
た
っ
て
も
手
を
触
れ
ら
れ
た
様
子
が
な
い
。
そ
の
う
ち

に
、
自
作
の
欠
点
に
気
づ
き
、
返
し
て
も
ら
っ
て
手
を
入
れ

て
ま
た
戻
し
て
お
く
。
そ
ん
な
こ
と
を
繰
り
返
す
う
ち
に
、

も
う
い
い
だ
ろ
う
、
と
い
う
感
じ
で
東
京
へ
送
っ
て
く
れ
た

（『
評
伝
』
前
掲
）

　

こ
う
し
た
エ
ピ
ソ
ー
ド
か
ら
は
武
者
小
路
実
篤
の
指
導
姿
勢
を

う
か
が
う
こ
と
が
で
き
て
興
味
深
い
。
た
だ
、
悦
田
の
文
学
活
動

に
と
っ
て
「
新
し
き
村
」
が
ど
の
よ
う
な
役
割
を
は
た
し
た
の
か

と
い
う
点
に
つ
い
て
は
、
も
う
少
し
様
々
な
観
点
か
ら
検
討
し
て

み
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

　

ま
ず
、
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
が
、
悦
田
の
中
央
文

壇
進
出
の
足
が
か
り
と
し
て
、
武
者
小
路
実
篤
や
志
賀
直
哉
の
後

押
し
が
あ
っ
た
。
例
え
ば
、
悦
田
の
「
雑
炊
」
が
『
白
樺
』（
一
九

二
二
・
六
）に
掲
載
さ
れ
た
経
緯
に
は
、
武
者
小
路
実
篤
や
志
賀

直
哉
の
関
与
が
あ
っ
た
。

先
日
悦
田
君
か
ら
原
稿
が
い
つ
た
こ
と
ゝ
思
ふ　

雑
炊
の
方

は
他
に
金
の
と
れ
る
処
に
出
せ
な
か
つ
た
ら
白
樺
に
出
し
て

も
い
ゝ
と
思
つ
て
ゐ
る
。
君
に
何
か
気
が
つ
い
た
処
を
教
へ

て
も
ら
う
と
い
ゝ
や
う
に
す
ゝ
め
て
お
い
た
が
病
中
だ
か
ら
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く
っ
て
小
説
を
書
い
て
を
り
ま
し
た
。
後
に
中
央
公
論
か
ら

云
は
れ
て
小
説
を
出
し
た
ほ
ど
に
な
り
ま
し
た
が
、
滝
田
樗

陰
が
死
ん
で
か
ら
は
農
家
の
親
父
さ
ん
に
な
つ
た
こ
と
で
も

あ
り
、
あ
ま
り
書
か
な
く
な
つ
た
や
う
で
し
た
。
農
村
に
生

活
し
て
農
業
者
の
生
活
に
う
ち
こ
ん
だ
人
の
書
い
た
文
学
と

し
て
、
異
例
な
も
の
で
し
た
の
を
惜
し
く
私
は
思
つ
て
を
り

ま
す
。（『
日
向
の
村
の
思
ひ
出
』
前
掲
）

　
『
新
し
き
村
五
十
年
』
に
久
保
源
一
の
名
が
見
え
る
の
は
一
九

二
一
年
で
あ
り
、
同
年
に
久
保
は
『
新
し
き
村
』
へ
作
品
を
発
表

し
て
も
い
る
の
で
、
悦
田
と
「
ハ
ナ
フ
キ
文
学
」
と
い
う
廻
覧
雑

誌
を
つ
く
っ
た
の
は
一
九
二
一
年
と
見
ら
れ
る
。
一
九
二
一
年
は

悦
田
の
二
度
目
の
訪
村
の
時
期
で
あ
り
、
ま
だ
中
央
文
壇
へ
の
足

が
か
り
も
得
て
い
な
い
。
そ
う
し
た
時
期
か
ら
、
悦
田
は
「
新
し

き
村
」
で
意
欲
的
な
文
学
活
動
を
行
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

ま
た
悦
田
が
中
央
文
壇
雑
誌
に
作
品
を
発
表
す
る
よ
う
に
な
っ

て
か
ら
も
、
彼
は
「
新
し
き
村
」
の
文
学
活
動
に
積
極
的
に
参
加

し
て
い
る
。

若
い
連
中
で
雑
誌
を
出
し
た
が
つ
て
ゐ
ま
す
。
百
円
許
り
で

印
刷
器
械
の
簡
単
な
の
が
買
へ
る
と
云
ふ
の
で
、
そ
れ
で
手

ず
り
に
し
て
、
毎
月
出
そ
う
な
ぞ
と
云
つ
て
ゐ
ま
す
。（
中

略
）杉
山
、
松
本
、
福
永
が
お
も
に
な
つ
て
や
る
は
づ
で
す
。

年
』
一
九
二
四
・
一
）の
掲
載
に
つ
い
て
も
志
賀
の
働
き
か
け
が

あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。「
新
し
き
村
」
を
訪
問
し
、
武
者
小
路

実
篤
や
志
賀
直
哉
と
の
面
識
を
得
た
こ
と
が
、
悦
田
の
文
学
活
動

に
大
き
な
役
割
を
果
た
し
た
こ
と
は
確
か
で
あ
）
10
（

る
。

　

次
に
「
新
し
き
村
」
で
の
文
学
活
動
の
様
子
を
見
て
い
き
た
い
。

悦
田
が
「
新
し
き
村
」
で
熱
心
に
文
学
活
動
に
励
ん
で
い
た
様
子

は
、「
新
し
き
村
」
で
交
流
の
あ
っ
た
人
た
ち
の
回
想
記
事
で
も

触
れ
ら
れ
て
い
る
。
上
田
慶
之
助
「
日
向
の
村
な
ど
」（
前
掲
）は

次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

原
稿
を
書
く
か
、
絵
を
描
く
か
、
そ
う
い
ふ
人
間
が
多
か
っ

た
。
文
学
に
遠
か
っ
た
僕
に
は
自
然
そ
う
い
ふ
グ
ル
ー
プ
の

話
題
に
も
疎
く
、
悦
田
君
の
こ
の
方
面
の
村
の
生
活
に
於
け

る
記
憶
に
も
乏
し
い
方
だ
が
、
よ
く
、
同
好
の
士
と
文
学
の

話
を
し
て
い
た
よ
う
だ
っ
た
。

　

川
島
傳
吉
の
回
想
に
も
次
の
よ
う
に
あ
る
。

悦
田
喜
和
雄
君
は
二
十
歳
位
で
し
た
が
、
農
業
の
身
に
つ
い

た
悠
々
と
し
て
落
ち
つ
い
た
人
で
、
こ
の
人
こ
そ
村
の
働
き

手
の
模
範
に
で
き
そ
う
だ
と
先
生
か
ら
思
は
れ
た
人
の
や
う

で
し
た
。
野
菜
な
ど
、
う
ま
く
育
て
ま
し
た
。
久
保
源
一
君

な
ど
と
共
に
、「
ハ
ナ
フ
キ
文
学
」
と
い
ふ
廻
覧
雑
誌
を
つ
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・「
叔
母
」『
生
長
す
る
星
の
群
れ
』
一
九
二
一
・
五
＊

・「
雑
炊
」『
白
樺
』
一
九
二
二
・
六

・「
境
遇
の
あ
ざ
け
り
」『
白
樺
』
一
九
二
三
・
八

・「
村
の
生
活
に
て
」『
人
間
生
活
』
一
九
二
四
・
六
＊

・「
財
布
」『
黎
明
の
鳥
』
一
九
二
五
・
九

・「
お
梅
」『
不
二
』
一
九
二
五
・
九

・「
人
生（
戯
曲
）」『
黎
明
の
鳥
』
一
九
二
五
・
一
一

・「
土
佐
坊
」『
不
二
』
一
九
二
六
・
三
＊

・「
乳
ば
な
れ
」『「
ひ
」
新
し
き
村
』
一
九
二
六
・
一
〇

・「
へ
い
げ
え（
妖
怪
）」『
大
調
和
』
一
九
二
七
・
五
＊

・「
神
を
呼
ぶ（
一
幕
）」『
大
調
和
』
一
九
二
八
・
四
＊

・「
白
鳥
の
歌
」『
大
調
和
』
一
九
二
八
・
五
＊

・「
若
い
衆
」『
第
三
の
者
』
一
九
二
九
・
一
＊

　

悦
田
が
久
保
源
一
と
作
っ
た
と
い
う
廻
覧
雑
誌
『
ハ
ナ
フ
キ
文

学
』
な
ど
未
見
の
も
の
も
あ
り
、
今
後
も
こ
う
し
た
雑
誌
に
発
表

さ
れ
た
悦
田
作
品
が
掘
り
起
こ
さ
れ
る
可
能
性
は
大
き
い
。

　

悦
田
文
学
の
本
格
的
な
出
発
を
記
述
す
る
際
に
、『
白
樺
』
に

発
表
さ
れ
た
「
雑
炊
」
か
ら
始
め
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
が
、
こ
の

一
覧
を
見
る
と
『
生
長
す
る
星
の
群
れ
』
に
掲
載
さ
れ
た
「
叔

母
」
と
い
う
作
品
も
注
意
さ
れ
る
。
こ
の
作
品
は
一
九
二
四
年
八

月
に
『
改
造
』
に
発
表
さ
れ
た
「
叔
母
」
の
も
と
に
な
っ
た
作
品

加
藤
君
、
悦
田
君
な
ぞ
も
加
は
り
ま
す
が
。
方
々
の
支
部
で

雑
誌
を
出
し
て
ゐ
る
人
達
と
は
合
同
し
て
、
立
派
な
生
々
し

た
文
芸
雑
誌
を
出
し
た
い
と
云
つ
て
ゐ
ま
す
。（
武
者
小
路

実
篤
「
新
し
き
村
よ
り
」『
人
間
生
活
』
一
九
二
四
・
九
）

　

こ
の
計
画
は
翌
一
九
二
五
年
九
月
に
『
黎
明
の
鳥
』
の
発
刊
と

な
っ
て
実
現
さ
れ
る
。
悦
田
は
『
黎
明
の
鳥
』
に
「
財
布
」（
一
九

二
五
・
九
）、「
人
生（
戯
曲
）」（
一
九
二
五
・
一
一
）、「
つ
か
れ
」

（
一
九
二
六
・
三
）な
ど
を
発
表
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
「
新
し
き

村
」
の
人
々
と
の
文
学
的
交
流
が
、
悦
田
の
文
学
に
対
す
る
意
欲

を
か
き
た
て
た
と
見
ら
れ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
悦
田
の
文
学
活
動
に
お
け
る
「
新
し
き
村
」
の

役
割
を
考
え
る
と
き
、
悦
田
が
「
新
し
き
村
」
関
連
の
同
人
誌
に

作
品
を
多
く
発
表
し
て
い
る
こ
と
を
見
落
と
す
こ
と
は
で
き
な
い
。

同
時
に
、
彼
が
白
樺
派
系
の
雑
誌
に
も
作
品
を
い
く
つ
か
発
表
し

て
い
る
こ
と
も
注
意
す
べ
き
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
こ
の
あ
た
り
の

調
査
が
十
分
に
進
ん
で
い
な
か
っ
た
た
め
、
悦
田
文
学
に
お
け
る

「
新
し
き
村
」
の
役
割
も
不
透
明
な
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
。
そ
こ
で
、

一
九
二
〇
年
か
ら
一
九
三
〇
年
ま
で
の
間
で
、
悦
田
が
「
新
し
き

村
」
関
連
の
雑
誌
、
白
樺
派
系
の
雑
誌
に
発
表
し
た
文
学
作
品

（
小
説
、
戯
曲
、
小
品
）を
以
下
に
掲
出
し
て
み
た
い
。『
評
伝
』

（
前
掲
）の
「
悦
田
喜
和
雄
作
品
目
録
」
に
未
掲
載
の
作
品
に
つ
い

て
は
末
尾
に
「
＊
」
を
付
け
た
。
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期
と
作
品
が
書
か
れ
た
時
期
を
重
ね
て
み
る
こ
と
が
良
い
目
安
と

な
る
か
も
し
れ
な
い
。
悦
田
の
作
品
に
は
作
品
末
尾
に
作
品
を
書

き
上
げ
た
時
期
、
あ
る
い
は
清
書
が
終
わ
っ
た
時
期
が
書
き
込
ま

れ
る
こ
と
が
あ
る
。
本
稿
で
は
、
こ
の
記
載
を
「
脱
稿
日
」
と
称

し
、
そ
れ
が
判
明
す
る
作
品
に
つ
い
て
は
脱
稿
日
を
ま
と
め
た
。

こ
の
こ
と
で
、
作
品
が
ど
こ
で
書
か
れ
て
い
た
の
か
を
知
る
た
め

の
目
安
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
。
本
稿
の
末
尾
に
「
新
し
き
村
」

へ
の
滞
在
期
間
と
脱
稿
日
と
を
照
ら
し
合
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
る

よ
う
に
「
悦
田
喜
和
雄
関
連
事
項
年
表
」
を
付
し
た
。
こ
の
表
を

見
る
と
、
ま
ず
、
投
書
家
時
代
の
悦
田
が
、「
新
し
き
村
」
の
来

訪
以
降
、
小
品
に
加
え
て
小
説
を
盛
ん
に
投
稿
す
る
よ
う
に
な
っ

て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
も
ち
ろ
ん
、
投
稿
は
し
た
も
の
の
選
評

に
も
漏
れ
た
作
品
が
あ
る
可
能
性
は
十
分
に
あ
る
の
で
、
そ
の
こ

と
は
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
一
つ
の
傾
向
と
し
て
指
摘

し
て
お
き
た
い
。「
新
し
き
村
」
の
訪
問
が
、
悦
田
の
小
説
執
筆

の
意
欲
を
か
き
立
て
た
可
能
性
は
高
い
。

　

ま
た
、
こ
の
表
か
ら
は
、
文
壇
誌
か
同
人
誌
か
を
問
わ
ず
、
悦

田
が
も
っ
と
も
活
発
に
文
学
活
動
を
行
っ
て
い
た
時
期
が
、
ち
ょ

う
ど
「
新
し
き
村
」
に
滞
在
し
て
い
た
時
期
と
重
な
る
こ
と
が
分

か
る
。
特
に
、
一
九
二
四
年
、
一
九
二
五
年
あ
た
り
は
、
雑
誌
の

発
行
日
だ
け
を
見
る
と
「
新
し
き
村
」
へ
の
滞
在
と
重
な
ら
な
い

と
こ
ろ
も
多
い
が
、
脱
稿
日
と
照
ら
し
合
わ
せ
て
み
る
と
、「
新

し
き
村
」
滞
在
と
脱
稿
日
と
の
重
な
り
が
顕
著
に
見
ら
れ
る
の
で

で
あ
る
。
悦
田
の
中
央
文
壇
で
の
活
躍
の
土
台
に
「
新
し
き
村
」

で
の
活
動
が
あ
っ
た
こ
と
は
確
認
さ
れ
て
良
い
で
あ
ろ
う
。

　

ま
た
、
悦
田
の
文
学
活
動
を
考
え
る
際
に
、『
不
二
』『
大
調

和
』『「
ひ
」
新
し
き
村
』『
第
三
の
者
』
に
発
表
さ
れ
た
作
品
に

つ
い
て
確
認
し
て
お
く
こ
と
も
重
要
で
あ
る
。
従
来
、
一
九
二
五

年
一
〇
月
に
悦
田
の
庇
護
者
で
あ
っ
た
滝
田
樗
陰
が
亡
く
な
っ
た

こ
と
で
、
悦
田
の
文
学
活
動
が
低
調
に
な
っ
た
と
説
明
さ
れ
て
き

た
。
た
し
か
に
滝
田
の
死
に
よ
っ
て
文
壇
誌
へ
の
作
品
発
表
の
機

会
は
減
っ
た
が
、
悦
田
は
「
新
し
き
村
」
や
白
樺
派
関
連
の
雑
誌

に
は
持
続
的
に
作
品
を
発
表
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
、

悦
田
の
文
学
活
動
の
継
続
を
難
し
く
し
た
要
因
は
、
父
の
死
に
と

も
な
っ
て
家
業
を
引
き
継
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
こ
と
、

そ
し
て
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
「
新
し
き
村
」
へ
の
訪
問
が
で
き

な
く
な
っ
た
こ
と
に
あ
る
。「
新
し
き
村
」
に
滞
在
す
る
こ
と
が

で
き
な
く
な
っ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
作
品
執
筆
の
時
間
が
制
限
さ

れ
ざ
る
を
え
な
く
な
る
。
ま
た
、
文
学
仲
間
に
取
り
囲
ま
れ
る
と

い
う
刺
激
的
な
環
境
が
失
わ
れ
て
し
ま
っ
た
こ
と
で
、
文
学
へ
の

モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
が
減
退
し
て
し
ま
っ
た
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。

た
だ
し
、
一
九
三
〇
年
以
降
も
、
悦
田
は
「
新
し
き
村
」
関
連
の

雑
誌
へ
断
続
的
に
作
品
を
発
表
し
て
お
り
、「
新
し
き
村
」
と
の

つ
な
が
り
が
悦
田
の
文
学
活
動
を
励
ま
し
て
い
た
と
言
え
よ
う
。

　
「
新
し
き
村
」
へ
の
滞
在
が
悦
田
の
文
学
活
動
に
与
え
た
意
味

を
考
え
る
た
め
に
、
悦
田
が
「
新
し
き
村
」
に
滞
在
し
て
い
た
時
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い
て
の
大
き
な
チ
ャ
ン
ス
を
与
え
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
と
同
時

に
、
そ
こ
に
は
一
人
の
青
年
が
満
足
に
文
学
活
動
に
携
わ
る
た
め

の
時
間
的
余
裕
と
、
同
好
の
士
に
囲
ま
れ
た
絶
好
の
環
境
が
あ
っ

た
。

　

後
年
、
悦
田
は
「
新
し
き
村
」
に
在
村
し
て
い
た
武
者
小
路
房

子
に
宛
て
て
手
紙
を
送
っ
て
い
る
。

悦
田
君
か
ら
、
年
に
数
へ
る
ほ
ど
、
や
は
り
こ
ん
な
風
の
便

り
が
ご
ざ
い
ま
し
て
、
朝
書
き
た
い
と
思
つ
て
ゐ
る
と
、
日

が
出
て
、
夜
る
書
き
た
い
と
思
ふ
と
、
眠
つ
て
し
ま
ふ
と
申

し
、
今
の
内
田
を
鋤
い
て
お
く
と
、
い
も
ち
の
ふ
せ
ぎ
と
な

る
田
の
草
は
五
六
回
と
る
や
う
に
な
ど
ゝ
申
し
て
ま
い
り
ま

す（
武
者
小
路
房
子
「
お
た
よ
り
」『
新
し
き
村
通
信
』
第
一

六
六
号
、
一
九
三
九
・
五
）

　

こ
の
手
紙
か
ら
、
家
業
を
継
い
だ
悦
田
が
、
仕
事
に
お
わ
れ
て

満
足
に
文
学
に
取
り
組
む
こ
と
が
で
き
な
い
様
子
を
読
み
取
る
こ

と
が
で
き
る
。
文
学
を
書
け
る
か
ど
う
か
の
線
引
き
が
、
時
間
的

な
余
裕
の
度
合
い
と
正
確
に
見
合
っ
て
し
ま
う
の
な
ら
ば
、
そ
れ

は
い
さ
さ
か
淋
し
い
話
で
あ
る
。

【
注
】

（
1
）　

悦
田
喜
和
雄
に
つ
い
て
は
、「
悦
田
喜
和
雄
略
年
譜
」（『
四
国

あ
る
。「
新
し
き
村
」
で
は
、
義
務
労
働
の
時
間
が
一
定
程
度
決

め
ら
れ
て
い
て
、
そ
れ
以
外
は
自
由
時
間
と
な
っ
て
い
る
。
こ
う

し
た
時
間
的
な
余
裕
と
、
文
学
仲
間
に
囲
ま
れ
た
環
境
と
が
、
悦

田
の
活
発
な
文
学
活
動
を
支
え
て
い
た
。
そ
う
し
た
点
に
お
い
て

も
、「
新
し
き
村
」
は
悦
田
の
文
学
活
動
に
と
っ
て
大
き
な
意
味

を
持
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

　

本
稿
で
は
、『
ニ
ウ
ス
』
や
『
新
し
き
村
通
信
』
な
ど
の
「
新

し
き
村
」
関
連
の
雑
誌
記
事
に
よ
り
な
が
ら
、
悦
田
喜
和
雄
の

「
新
し
き
村
」
の
滞
在
時
期
を
推
定
し
て
き
た
。
ま
た
、
そ
れ
ら

の
記
事
の
内
容
か
ら
、「
新
し
き
村
」
で
の
悦
田
の
活
動
に
つ
い

て
、
農
作
業
と
文
学
活
動
の
面
か
ら
整
理
し
て
み
た
。
特
に
、
文

学
活
動
の
面
に
お
い
て
は
、
悦
田
に
と
っ
て
の
「
新
し
き
村
」
の

意
味
が
決
し
て
小
さ
い
も
の
で
は
な
か
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し

た
。
武
者
小
路
実
篤
や
志
賀
直
哉
と
の
面
識
を
得
て
中
央
文
壇
進

出
へ
の
足
が
か
り
と
な
っ
た
こ
と
、「
新
し
き
村
」
で
文
学
仲
間

た
ち
と
の
交
流
が
あ
っ
た
こ
と
、「
新
し
き
村
」
や
白
樺
派
系
の

雑
誌
へ
活
発
に
作
品
を
発
表
し
た
こ
と
な
ど
に
つ
い
て
確
認
し
て

き
た
。

　

徳
島
県
で
物
を
書
く
こ
と
に
関
心
を
持
ち
始
め
た
青
年
が
、
作

品
投
稿
か
ら
さ
ら
な
る
展
開
を
期
し
て
足
を
向
け
た
の
が
「
新
し

き
村
」
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
の
活
動
が
、
悦
田
に
文
学
活
動
に
つ
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照
さ
れ
た
い
。

（
5
）　

こ
う
し
た
悦
田
の
整
理
は
大
き
な
流
れ
と
し
て
は
誤
っ
て
い

な
い
が
、
本
稿
に
付
載
し
た
「
悦
田
喜
和
雄
関
連
事
項
年
表
」
に

見
ら
れ
る
よ
う
に
、
投
書
家
時
代
と
「
新
し
き
村
」
訪
問
に
は
、

時
期
的
に
重
な
っ
て
い
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
た
だ
し
、
悦
田
喜
和

雄
「
農
村
小
景
」（『
文
章
俱
楽
部
』
一
九
二
八
・
二
）に
お
い
て
も
、

悦
田
は
自
身
の
略
歴
を
「
始
め
、
新
潮
社
の
文
章
学
院
の
講
義
録

を
読
み
、
だ
ん
〳
〵
投
書
を
や
り
、
新
し
き
村
に
走
り
、
武
者
小

路
先
生
に
色
々
お
世
話
に
な
っ
た
。
父
に
死
な
れ
、
今
は
家
で
百

姓
を
し
て
ゐ
る
。」
と
ま
と
め
て
い
る
。

（
6
）　

次
の
段
階
と
し
て
、「
新
し
き
村
」
で
の
活
動
や
交
流
が
悦

田
の
作
品
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
及
ぼ
し
た
の
か
と
い
う
点
が
明

ら
か
に
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
そ
の
点
に
つ
い
て
は
別
稿

に
委
ね
た
い
。

（
7
）　

私
は
悦
田
喜
和
雄
に
関
す
る
一
連
の
研
究
を
通
し
て
、
悦
田

喜
和
雄
の
作
品
が
特
別
に
優
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
言
い
た
い

わ
け
で
は
な
い
し
、
悦
田
喜
和
雄
の
名
を
文
学
史
の
中
に
銘
記
す

べ
き
で
あ
る
と
主
張
し
た
い
わ
け
で
も
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
、

一
人
の
人
間
の
人
生
に
お
い
て
文
学
を
書
く
こ
と
や
読
む
こ
と
が

ど
の
よ
う
に
取
り
入
れ
ら
れ
て
い
っ
た
の
か
、
生
活
の
な
か
に
文

学
を
め
ぐ
る
活
動
が
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
の
か
に

つ
い
て
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
目
指
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の

こ
と
を
通
し
て
文
学
を
書
く
・
読
む
こ
と
が
私
た
ち
の
人
生
・
生

活
に
何
を
も
た
ら
す
の
か
、
文
学
を
書
く
・
読
む
こ
と
が
私
た
ち

の
日
常
の
振
る
ま
い
を
ど
の
よ
う
に
形
づ
く
る
の
か
と
い
っ
た
こ

文
学
』
一
九
六
五
・
八
）、
佃
実
夫
「
悦
田
喜
和
雄
論
ノ
ー
ト
Ⅰ

―
そ
の
人
と
作
品
―
」（『
四
国
文
学
』
一
九
六
五
・
八
）、
後
藤
公

丸
『
忘
れ
ら
れ
た
農
民
作
家　

評
伝
悦
田
喜
和
雄
』（
二
〇
〇
一
・

一
二
、
四
国
文
学
会
）、
由
岐
町
史
編
纂
委
員
会
編
『
由
岐
町

史
・
上
巻〈
地
域
編
〉』（
一
九
八
五
・
九
、
由
岐
町
教
育
委
員
会
）、

同
『
由
岐
町
史
・
下
巻〈
図
説
・
通
史
編
〉』（
一
九
九
四
・
三
、
由

岐
町
教
育
委
員
会
）を
参
照
し
た
。

（
2
）　
「
新
し
き
村
」
に
つ
い
て
は
永
見
七
郎
編
『
新
し
き
村
五
十

年
』（
一
九
六
八
・
一
一
、
新
し
き
村
）、
大
津
山
国
夫
『
武
者
小

路
実
篤
論
―
「
新
し
き
村
」
ま
で
』（
一
九
七
四
・
一
、
東
京
大
学

出
版
会
）、
同
『
武
者
小
路
実
篤
研
究
―
実
篤
と
新
し
き
村
』（
一

九
九
七
・
一
〇
、
明
治
書
院
）、
同
『
武
者
小
路
実
篤
、
新
し
き

村
生
誕
』（
二
〇
〇
八
・
一
一
、
武
蔵
野
書
房
）を
参
照
し
た
。

（
3
）　

ち
な
み
に
「
百
姓
は
死
ん
だ
」
で
は
「
新
し
き
村
」
へ
の
家

出
は
失
敗
に
終
わ
っ
て
い
る
。
悦
田
に
は
実
家
か
ら
の
脱
出
を
モ

チ
ー
フ
と
す
る
作
品
が
い
く
つ
か
あ
る
が
、
ど
れ
も
失
敗
に
終
わ

る
と
い
う
設
定
を
取
っ
て
い
る
。

（
4
）　

悦
田
喜
和
雄
の
投
書
家
時
代
に
つ
い
て
は
、
富
塚
昌
輝
「
資

料
紹
介　

悦
田
喜
和
雄
の
投
書
家
時
代
―
『
文
章
世
界
』『
婦
人

公
論
』
に
掲
載
さ
れ
た
投
書
作
品
の
紹
介
」（『
中
央
大
学
国
文
』

二
〇
二
〇
・
三
）を
参
照
さ
れ
た
い
。
ま
た
、
悦
田
が
父
の
死
に

よ
っ
て
家
業
に
専
念
せ
ざ
る
を
え
な
く
な
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、

富
塚
昌
輝
「
悦
田
喜
和
雄
の
童
話
作
品
―
「
松
太
と
鉄
砲
」
の
紹

介
」（『
平
成
31
年
度
総
合
科
学
部
創
生
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
経
費

地
域
創
生
総
合
科
学
推
進
経
費
報
告
書
』
二
〇
二
〇
・
三
）を
参
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と
に
つ
い
て
探
究
し
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
る
。

（
8
）　

志
賀
直
哉
の
武
者
小
路
実
篤
宛
は
が
き（
一
九
二
〇
・
四
・

八
消
印
。
引
用
は
『
志
賀
直
哉
全
集　

第
十
七
巻
』
二
〇
〇
〇
・

七
、
岩
波
書
店
）に
「
今
度
は
色
々
あ
り
が
た
う
、
村
の
人
達
か

ら
も
大
変
い
ゝ
感
じ
を
受
け
た
、（
中
略
）長
崎
一
泊　

博
多
一
泊
、

昨
日
大
雅
堂
と
別
府
へ
一
寸
よ
つ
て
、
晩
か
ら
汽
船
へ
乗
つ
た
」

と
あ
る
。

（
9
）　

武
者
小
路
は
、
差
出
年
不
詳
の
悦
田
喜
和
雄
宛
書
簡
に
「
近

い
内
に
君
の
来
て
下
さ
る
の
を
う
れ
し
く
思
ひ
ま
す
。
旅
費
の
た

し
に
い
く
分
か
な
る
こ
と
を
の
ぞ
ん
で
為
替
を
御
送
り
し
ま
す
、

わ
る
くマ

マら
な
い
や
う
に
お
願
ひ
し
ま
す
。
／
皆
御
ま
ち
し
て
ゐ
ま

す
。」（『
武
者
小
路
実
篤
全
集　

第
十
八
巻
』
前
掲
）と
書
い
て
お

り
、
武
者
小
路
が
悦
田
の
訪
村
の
旅
費
を
負
担
し
て
い
る
こ
と
が

分
か
る
。
こ
う
し
た
点
に
も
武
者
小
路
の
悦
田
に
対
す
る
厚
遇
の

様
子
が
う
か
が
わ
れ
る
。

（
10
）　

武
者
小
路
実
篤
が
悦
田
の
作
品
を
雑
誌
社
に
紹
介
し
た
か
ど

う
か
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
を
確
か
め
る
こ
と
が
で
き
る
直
接
の
資

料
を
見
る
こ
と
が
で
き
て
い
な
い
た
め
分
か
ら
な
い
。
た
だ
、

『
改
造
』（
一
九
二
四
・
八
）に
発
表
さ
れ
た
「
叔
母
」
に
つ
い
て
、

「
今
度
の
作
は
三
十
枚
程
の
も
の
で
武
者
小
路
実
篤
氏
の
推
薦
す

る
と
こ
ろ
だ
さ
う
だ
」（『
読
売
新
聞
』
一
九
二
四
・
七
・
一
七
）と

い
う
評
な
ど
が
あ
る
。

※
本
研
究
に
あ
た
り
神
奈
川
近
代
文
学
館
、
徳
島
県
立
文
学
書
道
館
、

武
者
小
路
実
篤
記
念
館
の
お
世
話
に
な
り
ま
し
た
。
心
よ
り
感
謝

申
し
上
げ
ま
す
。

※
本
研
究
はJSPS

科
研
費JP20K

12918

の
助
成
を
受
け
た
も
の

で
す
。

 

（
と
み
つ
か　

ま
さ
き　

本
学
准
教
授
）
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年 月 滞在期間 脱稿日 発行日 ジャンル 備考
6 ～（21） 8「田と畑」

13「脱出」
21「労働」

「村の生活にて」『人間生活』＊ 小品

7 19「平吉の日記」 「村の畑、其の他」『人間生活』＊ 随筆
8 27「百姓」 「労働」『人間生活』＊

「田と畑」『人間生活』＊
「叔母」『改造』

随筆
随筆
小説

9 「平吉の日記」『女性改造』 小説
10 「百姓」『中央公論』 小説
11 13「くだかれた心」
12 （27）～ 「脱出」『新潮』 小説

1925 1 「くだかれた心」『中央公論』 小説
2 12「敗れたる人々」 「皮肉な話」『文藝春秋』＊ 小説
3 ～13
4 「敗れたる人々」『中央公論』 小説
5
6 （23）～ 「バクチ（博奕）」『中央公論』 小説
7 22「財布」
8 5「お梅」

26「人生（戯曲）」
「風追ふ家」『関西文芸』 小説

9 「財布」『黎明の鳥』
「お梅」『不二』

小説
小説

10 20「悲しき願ひ」 25滝田樗陰死去
11 ～5 21「猫」 「人生（戯曲）」『黎明の鳥』 戯曲
12 「悲しき願ひ」『中央公論』

「鏡」『文藝春秋』
小説
小説

1926 1 17「ギチと吉公」
18「つかれ」

「猫」『サンデー毎日』 小説

2
3 未詳～ 10「土佐坊」 「ギチと吉公」『中央公論』

「赤い手帳」『不同調』
「つかれ」『黎明の鳥』

小説
小説

4 「土佐坊」『不二』＊ 小説
5
6 29「宝篋印塔」
7 ～未詳
8 27「乳ばなれ」 「宝篋印塔」『新小説』 小説
9
10 「財布（博奕）」『地方』

「乳ばなれ」『「ひ」新しき村』
小説
小説

11
12 父・悦田慶一死去

1927 1
2 9「へいげえ（妖怪）」
3
4 「此頃のこと」『徳島文芸』＊ 随筆
5 「へいげえ（妖怪）」『大調和』＊ 小説
6
7
8
9
10
11
12 「彼等」『農民』 小説

1928 1
2 「農村小景」『文章俱楽部』＊ 随筆
3
4 「神を呼ぶ（一幕）」『大調和』＊ 戯曲
5 「白鳥の歌」『大調和』＊ 小説
6
7
8
9
10 「しけ（暴風）」『大調和』＊ 小説
11
12

1929 1 「若い衆」『第三の者』＊ 小説
2
3
4
5
6
7
8
9
10 「加藤勘助を哭す」『新しき村通信』＊ 追悼文
11
12
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年 月 滞在期間 脱稿日 発行日 ジャンル 備考
1918 11 「暴風雨の夜」『文章世界』＊ 散文 未掲載

12
1919 1

2
3
4
5 「木賃宿の朝」『文章世界』＊ 小品
6 「貰ひ風呂」『文章世界』＊ 小品 未掲載
7 「肺らしき病」『文章世界』＊ 小品 未掲載
8
9 「戦慄」『文章世界』＊ 小品 未掲載
10 「川」『文章世界』＊ 小品 未掲載
11 「私の生活」『文章世界』＊ 小品
12

1920 1 「夕飯」『文章世界』＊ 小品
2 18～
3 「私」『文章世界』＊

「彼の場合」『文章世界』＊
小説
小品

未掲載
未掲載

4 ～5 「村の京やん」『文章世界』＊
「父の病」『文章世界』＊

小説
小品

未掲載
未掲載

5 「冷い風」『文章世界』 小説 未掲載
6
7 「働く者の喜び」『文章世界』＊

「私とドングリ」『文章世界』＊
小説
小品

未掲載

8 「暗き家」『文章世界』＊ 小説 未掲載
9 「村の京ちやん」『文章世界』＊ 小品
10
11 「恋人」『文章世界』＊ 小説 未掲載
12

1921 1
2 22～
3 16「叔母」〔星の群れ〕
4 ～4
5 「叔母」『生長する星の群れ』＊ 小説
6
7
8
9
10 「私の懺悔と憐れな文子さん」『婦人公論』＊ 小説
11
12

1922 1
2
3
4
5
6 「雑炊」『白樺』 小説
7
8
9
10
11
12

1923 1
2
3
4 18「境遇のあざけり」
5
6
7
8 「境遇のあざけり」『白樺』 小説
9
10 12「庄吉爺さん」
11
12 12「新しき日」

1924 1 「庄吉爺さん」『青年』 小説
2
3
4 （6）～ 29「村の生活にて」
5 14「叔母」〔改造〕 「新しき日」『新小説』

悦田喜和雄関連事項年表

・「滞在期間」においては悦田喜和雄が新しき村に滞在していた期間を塗りつぶしで示した。
・「滞在期間」においては滞在開始の日付を「数字～」と表し、滞在終了の日付を「～数字」と表した。
・「滞在期間」において滞在開始・終了時期が判明しない場合は滞在が確認される日付を括弧内に示した。
・「脱稿日」は作品末尾に記載されている日付に基づいて作成した。
・「発行日」は作品が発行された年月に基づいて作成した。
・「発行日」に記載した作品の内、後藤公丸『評伝』の「悦田喜和雄作品目録」に未記載の作品については「＊」を付した。
・「ジャンル」には「発行日」に記載した作品に対応するジャンルを記載した。




