
  
 

「
譃
だ
と
も
、
譃
の
皮
だ
わ
」 

 
 

芥
川
龍
之
介
「
一
塊
の
土
」
論 
 
 

 
 

 
 

河
野 

有
時 

   
 
 
 

一 

  

芥
川
に
農
村
や
農
民
の
こ
と
な
ど
わ
か
る
ま
い
。 

 
 

要
す
る
に
、「
一
塊
の
土
」
は
真
実
性
の
な
い
、
た
ゞ
理
智
に
依
つ
て
の
み
作
り
出
さ 

 
 

れ
た
機
械
主
義
の
作
品
た
る
に
す
ぎ
な
い
。（
１
） 

か
か
る
見
方
が
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
の
ち
に
『
農
民
小
説
集
』（
２
）

の
巻
頭
を
飾
っ
た
に

も
か
か
わ
ら
ず
、「
一
塊
の
土
」
が
映
し
出
し
た
農
村
や
農
民
の
姿
の
評
判
は
必
ず
し
も
よ

く
は
な
い
。
例
え
ば
、
米
田
利
昭
は
お
民
が
三
千
円
を
遺
し
た
こ
と
に
つ
い
て
、「
戦
前
の

日
本
の
中
下
層
の
農
家
で
は
、
い
く
ら
稼
い
で
も
金
が
た
ま
る
ど
こ
ろ
で
な
か
っ
た
」（
３
）

と
言
っ
て
、
そ
の
現
実
的
で
な
い
こ
と
を
難
じ
て
い
る
。
確
か
に
、
過
ぎ
た
額
で
あ
ろ
う
。 

 

齋
藤
萬
吉
の
調
査
に
よ
れ
ば
（
４
）
、
大
正
元
年
に
二
十
反
を
自
作
し
て
い
た
農
家
の
収
入

は
九
三
八
円
。
支
出
の
方
は
八
二
九
円
で
、
年
間
の
利
益
は
一
〇
九
円
と
な
っ
て
い
る
。
現

代
家
政
研
究
会
編
『
研
究
実
例 

貯
金
の
出
来
る
暮
し
方
』（
大
正
六
年
九
月
、
金
成
堂
書

店
）
に
は
、
老
父
母
と
夫
婦
、
子
供
三
人
が
先
祖
伝
来
の
田
畑
を
耕
し
、
そ
れ
に
養
蚕
で
の

収
入
を
加
え
た
「
年
収
五
百
五
十
円
の
農
家
の
生
活
」
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
が
、
一
年
間
に

貯
蓄
さ
れ
た
金
額
は
一
六
五
円
と
さ
れ
て
お
り
、
い
ず
れ
の
場
合
で
も
十
年
に
満
た
な
い
期

間
で
三
千
円
を
貯
金
す
る
の
は
容
易
な
こ
と
で
は
な
さ
そ
う
だ
。
問
題
な
の
は
額
の
多
寡
だ

け
で
は
な
い
。
そ
の
暮
ら
し
ぶ
り
も
「
農
業
労
働
に
関
す
る
調
査 

大
正
９
年 

」（
５
）

が

縁
取
る
よ
う
な
そ
れ
と
色
調
が
異
な
っ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
芥
川
が
描
い
た
農
村
や
農

民
の
姿
に
真
実
味
が
な
い
と
い
う
批
判
は
あ
な
が
ち
根
拠
の
な
い
も
の
で
は
な
か
っ
た
の

で
あ
る
。 

 

し
か
し
な
が
ら
、
そ
れ
は
こ
の
話
が
ま
っ
た
く
の
絵
空
事
で
あ
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る

の
で
は
な
い
。
そ
も
そ
も
「
一
塊
の
土
」
は
、
長
塚
節
「
土
」
の
小
作
農
勘
次
一
家
よ
う
に
、

漱
石
が
「
蛆
同
様
に
憐
れ
」（
６
）

だ
と
評
し
た
、
そ
れ
こ
そ
土
に
し
が
み
つ
い
て
し
か
生
き

ら
れ
ぬ
最
下
層
の
「
百
姓
を
見
て
書
い
た
小
説
」（
７
）

と
同
趣
の
も
の
で
は
な
い
の
だ
。
芥

川
は
違
っ
た
行
き
方
を
し
た
の
だ
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
で
も
、「
一
塊
の
土
」

か
ら
は
「
土
」
が
発
し
た
の
と
同
じ
よ
う
に
告
発
の
声
を
聞
き
と
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。 

  
 
 
 

二 

  

古
代
の
日
本
で
は
、
賦
役
令
の
孝
子
條
に
、 

 
 

凡
孝
子
。
順
孫
。
義
夫
。
節
婦
。
志
行
聞
二

於
国
郡
一

者
。
申
二

太
政
官
一

奏
聞
。
表
二

其 

 
 

門
閭
一

。
同
籍
悉
免
二

課
役
一

。
有
二

精
誠
通
感
一

者
。
別
加
二

優
賞
一

。 

と
定
め
て
、
詔
勅
が
度
々
だ
さ
れ
て
い
た
。
菅
原
征
子
に
よ
れ
ば
（
８
）
、
節
婦
と
し
て
四
十

三
人
の
女
性
が
表
彰
さ
れ
て
い
る
と
い
う
。「
続
日
本
後
紀
」
承
和
十
一
年
五
月
に
記
さ
れ

た 

 
 

丙
申
。
甲
斐
國
言
。
山
梨
郡
人
伴
直
富
成
女
。
年
十
五
。
嫁
二

郷
人
三
枝
直
平
麻
呂
一

。 

 
 

生
二

一
男
一
女
一

。
而
承
和
四
年
平
麻
呂
死
去
「
也
」
。
厥
後
守
レ

節
不
レ

改
。
年
已
卌 

 
 

四
。
而
攀
号
不
レ

止
。
恒
事
二

齋
食
一

。
敬
二

於
靈
床
一

。
宛
如
二

存
日
一

。
量
二

彼
操
履
一

。 

 
 

堪
レ

爲
二

節
婦
一

者
。
勅
。
宜
下

終
レ

身
免
二

其
戸
田
租
一

。
即
標
二

門
閭
一

。
以
旌
中

節
行
上

。 
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な
ど
も
そ
の
一
人
で
あ
っ
た
。
日
本
に
お
け
る
「
表
彰
政
策
は
奈
良
時
代
か
ら
始
ま
り
、
平

安
時
代
九
世
紀
ま
で
実
施
さ
れ
」
て
の
ち
、
中
世
ま
で
の
状
況
は
不
明
な
が
ら
、
「
江
戸
時

代
に
な
る
と
再
び
各
藩
で
実
施
さ
れ
る
よ
う
に
な
」
っ
た
と
菅
原
は
指
摘
し
て
い
る
。 

 

時
代
が
近
代
に
入
る
と
、
明
治
十
四
年
の
「
褒
章
条
例
」
（
太
政
官
布
告
第
六
十
三
号
）

に
よ
っ
て
明
治
政
府
は
「
孝
子
順
孫
節
婦
義
僕
ノ
類
ニ
シ
テ
徳
行
卓
絶
ナ
ル
者
」
に
「
緑
綬

褒
章
」
を
与
え
る
こ
と
を
定
め
た
。
た
だ
、
こ
れ
に
よ
っ
て
表
彰
と
い
う
行
為
が
一
元
化
さ

れ
た
の
で
は
な
い
。
表
彰
は
多
様
な
行
政
単
位
や
団
体
に
よ
っ
て
盛
ん
に
お
こ
な
わ
れ
て
い

た
の
で
あ
る
。
大
正
三
年
六
月
、
雑
誌
『
婦
人
世
界
』
が
企
画
し
た
「
近
頃
の
時
勢
に
鑑
み

て
、
孝
女
節
婦
の
美
事
善
行
を
全
国
に
覓
め
、
厳
密
公
平
に
審
査
の
上
、
こ
れ
を
表
彰
し
た

い
と
思
ひ
立
ち
ま
し
た
」
と
い
う
「
隠
れ
た
る
孝
女
節
婦
の
表
彰
」
も
そ
の
一
例
と
言
え
る

だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
流
れ
は
大
正
十
五
年
に
宮
内
省
が
編
集
刊
行
し
た
『
大
正

徳
行
録
』
へ
と
続
い
て
い
く
。
大
正
十
四
年
五
月
十
日
、
大
正
天
皇
の
結
婚
二
十
五
年
に
際

し
て
全
国
の
孝
子
、
順
孫
、
節
婦
、
儀
僕
の
な
か
か
ら
篤
行
卓
絶
の
人
物
が
表
彰
さ
れ
た
の

で
あ
る
が
、
そ
の
三
〇
九
名
の
「
善
行
美
徳
を
千
載
に
伝
ふ
る
と
共
に
、
普
く
世
に
示
し
て

衆
庶
の
亀
鑑
た
ら
し
め
ん
」
と
し
た
『
大
正
徳
行
録
』
は
戦
前
ま
で
に
お
こ
な
わ
れ
た
表
彰

の
一
つ
の
帰
結
で
あ
っ
た
ろ
う
。
で
は
、
そ
う
い
っ
た
場
所
に
は
ど
の
よ
う
な
人
た
ち
の
姿

が
描
き
出
さ
れ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。 

  
 

 
 

三 

  
 

 

ミ
ネ
は
北
海
道
空
知
郡
中
富
良
野
村
今
井
長
太
郎
の
妻
な
り
。
長
太
郎
は
同
村
伊
藤 

 
 

農
場
の
小
作
人
に
し
て
、
未
開
地
の
開
墾
に
従
事
し
、
既
に
四
町
歩
許
の
耕
地
を
造
り 

 
 

し
が
、
四
十
一
年
に
至
り
て
肋
膜
炎
に
罹
り
ぬ
。
ミ
ネ
は
当
時
懐
妊
の
身
を
以
て
、
日 

 
 

夜
看
護
に
力
め
た
る
も
、
其
の
か
ひ
な
く
、
長
太
郎
は
四
十
三
年
遂
に
歿
し
た
り
。
こ 

 
 

の
時
ミ
ネ
は
未
だ
二
十
四
歳
の
若
盛
り
な
れ
ば
、
実
父
は
頻
り
に
復
籍
を
勧
め
た
れ
ど 

 
 

も
、
ミ
ネ
は
老
い
た
る
舅
と
幼
兒
儀
太
郎
と
を
他
人
の
手
に
か
く
る
に
忍
び
ず
と
て
、 

 
 

頑
と
し
て
聞
き
入
れ
ざ
り
き
。
其
の
後
も
屢
再
婚
を
勧
め
ら
る
れ
ど
も
、
貞
節
を
守
り 

 
 

て
か
つ
て
心
を
動
か
さ
ず
。 

 
 
 

舅
は
数
年
前
よ
り
大
に
老
衰
し
て
、
起
居
も
自
由
な
ら
ね
ば
、
ミ
ネ
は
身
を
も
忘
れ 

 
 

て
之
を
介
抱
し
又
一
す
ぢ
に
農
業
に
励
み
て
、
専
ら
家
を
興
さ
ん
こ
と
を
つ
と
む
。
さ 

 
 

れ
ば
今
は
三
町
五
段
歩
の
田
畑
を
耕
し
、
若
干
の
貯
蓄
を
も
為
せ
り
と
い
ふ
。 

 

こ
れ
は
『
大
正
徳
行
録
』
に
載
せ
ら
れ
た
「
今
井
ミ
ネ
」
の
事
績
で
あ
る
。
千
葉
県
の
「
鹽

谷
い
と
」
は
、
五
年
間
病
に
臥
し
た
「
夫
重
治
郎
は
終
に
二
人
の
子
を
残
し
て
病
死
し
た
る

が
、
い
と
此
の
時
年
二
十
四
。
再
婚
を
勧
む
る
者
多
け
れ
ど
も
、
い
と
は
断
然
と
し
て
き
ゝ

入
れ
ず
、
独
身
の
心
細
さ
に
堪
へ
て
行
を
正
し
く
し
、
一
心
に
子
ど
も
を
守
り
育
て
ゝ
、
家

業
を
励
む
こ
と
既
に
数
十
年
。
其
の
美
し
き
行
に
知
る
人
い
づ
れ
も
感
嘆
せ
ざ
る
は
な
し
。 

明
治
三
十
八
年
、
千
葉
県
知
事
は
い
と
の
篤
行
を
表
彰
せ
り
。
」
と
さ
れ
て
い
る
。
鳥
取
県

の
「
小
林
こ
う
」
も
見
て
お
こ
う
。
彼
女
は
「
大
正
二
年
夫
歿
し
て
後
は
、
困
窮
益
〻
甚
だ

し
く
、
し
か
も
頼
る
べ
き
身
寄
も
な
け
れ
ば
、
老
い
た
る
姑
と
四
人
の
子
供
と
は
、
こ
う
一

人
の
力
に
よ
る
の
外
な
し
。
こ
の
時
こ
う
三
十
二
歳
、
後
夫
を
迎
へ
よ
と
勧
む
る
者
も
あ
れ

ど
、
こ
う
は
操
を
守
り
て
聴
か
ず
、
独
力
八
反
歩
の
田
を
耕
し
て
生
計
を
立
て
居
れ
り
。
こ

う
は
又
義
務
の
念
あ
つ
く
、
村
内
の
道
路
修
繕
な
ど
の
際
に
は
、
女
の
身
に
て
進
ん
で
力
仕

事
を
励
み
、
又
地
主
に
対
す
る
納
米
の
升
目
の
確
な
る
、
包
装
の
念
入
り
な
る
は
、
著
し
く

人
々
の
目
に
つ
き
、
遂
に
後
家
米
の
名
あ
る
に
至
れ
り
。
」
と
い
う
女
性
で
あ
っ
た
。 

 

『
大
正
徳
行
録
』
を
読
み
進
め
て
い
く
と
、
夫
が
病
床
に
あ
っ
た
り
、
亡
く
な
っ
た
り
す

る
こ
と
、
そ
の
後
に
再
婚
を
勧
め
ら
れ
て
も
決
し
て
応
じ
な
い
こ
と
、
舅
や
姑
、
子
供
の
世

話
を
し
な
が
ら
家
の
た
め
に
懸
命
に
働
く
と
い
う
こ
と
が
「
節
婦
」
と
呼
ば
れ
る
た
め
の
条

件
な
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
て
く
る
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
の
よ
う
な
型
は
『
大
正
徳
行
録
』

に
か
ぎ
っ
た
も
の
で
は
な
い
。
先
に
示
し
た
『
婦
人
世
界
』
の
「
隠
れ
た
る
孝
女
節
婦
の
表

彰
」
も
同
じ
で
あ
っ
た
。 

 

『
婦
人
世
界
』
は
三
名
の
特
別
賞
と
百
名
の
優
等
賞
を
も
う
け
て
表
彰
を
お
こ
な
っ
た
。

三
名
の
特
別
賞
の
う
ち
の
一
人
が
「
森
安
こ
は
る
」
で
あ
る
。
現
在
、
郷
里
の
公
園
に
そ
の



名
を
残
し
て
い
る
森
安
こ
は
る
は
森
安
喜
十
郎
の
養
女
と
し
て
身
体
の
不
自
由
に
な
っ
た

父
に
孝
養
を
尽
く
し
た
。
こ
は
る
の
苦
労
は
人
々
の
胸
を
う
っ
た
が
、
生
活
の
過
酷
さ
ゆ
え

に
離
縁
を
勧
め
た
人
も
い
た
と
い
う
。
こ
は
る
は
十
五
の
と
き
か
ら
懸
命
に
働
く
ば
か
り
か
、

「
村
の
通
路
の
修
繕
、
共
同
林
の
手
入
れ
、
葬
祭
の
手
伝
な
ど
」
「
妙
齢
の
婦
人
の
身
で
、

少
し
も
耻
か
し
さ
う
な
風
を
せ
ず
、
養
父
の
代
理
と
し
て
出
掛
け
行
つ
て
働
」
い
た
と
さ
れ
、

郡
教
育
会
か
ら
も
表
彰
さ
れ
た
の
だ
っ
た
。
彼
女
の
姿
は
今
日
で
も
人
々
の
心
に
響
く
が
、

た
だ
話
の
型
だ
け
に
注
目
す
れ
ば
、
夫
と
養
父
の
違
い
は
あ
れ
ど
も
『
大
正
徳
行
録
』
に
紹

介
さ
れ
た
よ
う
な
多
く
の
節
婦
の
逸
話
と
同
工
の
も
の
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
こ

の
よ
う
な
型
の
話
は
優
等
賞
に
も
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
「
夫
の
戦
死
後
を
引
受
け
て
」
と

題
さ
れ
紹
介
さ
れ
た
「
岡
田
ナ
カ
」
は
日
露
戦
争
で
夫
を
亡
く
し
た
と
き
「
二
十
六
歳
、
長

女
六
歳
を
頭
に
三
人
の
子
持
」
で
あ
っ
た
と
い
う
。
「
ま
だ
若
い
こ
と
と
て
、
再
縁
や
ら
養

子
な
ど
を
勧
め
る
人
も
あ
」
っ
た
が
、
ナ
カ
は
「
亡
き
夫
の
忘
れ
が
た
み
と
、
老
父
母
の
孝

養
と
に
身
を
捧
げ
て
、
こ
れ
ら
の
勧
め
は
、
一
切
聴
入
れ
」
ず
、
「
一
人
で
一
生
懸
命
に
働

い
」
た
の
だ
っ
た
。 

 

さ
て
、
お
民
で
あ
る
。
足
か
け
八
年
間
床
に
就
い
て
い
た
夫
と
そ
の
死
。
そ
の
働
き
ぶ
り

は
言
う
ま
で
も
な
く
、
再
婚
を
断
り
、
「
女
の
癖
に
」
「
お
墓
の
穴
掘
り
役
」
に
も
出
る
の

だ
か
ら
「
節
婦
」
と
い
う
ほ
か
あ
る
ま
い
。
だ
か
ら
こ
そ
、
「
嫁
の
手
本
」
と
な
り
、
「
貞

女
の
鑑
」
と
な
り
、
修
身
の
時
間
に
「
近
在
に
二
人
と
な
い
偉
い
人
」
と
教
え
ら
れ
、
「
郡

で
も
近
々
に
お
民
の
勤
労
を
表
彰
す
る
は
ず
だ
っ
た
」
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
お
住
は
そ

う
は
思
っ
て
い
な
い
し
、
物
語
も
そ
う
は
語
ら
な
い
。
し
か
し
、
あ
え
て
言
わ
ず
と
も
、
大

正
十
三
年
に
あ
っ
て
、
こ
の
小
説
を
読
ん
だ
者
に
は
「
嫁
の
手
本
」
「
貞
女
の
鑑
」
「
修
身

の
時
間
」
「
勤
労
を
表
彰
」
の
語
か
ら
、
す
で
に
型
と
な
っ
て
通
行
し
て
い
た
数
多
く
の
節

婦
の
善
行
談
を
た
や
す
く
想
起
で
き
た
に
違
い
な
い
（
９
）

。 

 

「
一
塊
の
土
」
は
、
農
村
や
農
民
の
実
態
を
よ
く
知
ら
ぬ
作
者
に
よ
る
根
も
葉
も
な
い
作

り
話
な
ど
で
は
な
か
っ
た
。
そ
の
背
後
に
す
で
に
流
布
し
て
い
た
型
通
り
の
話
を
意
識
さ
せ

な
が
ら
、
そ
れ
と
の
ず
れ
を
読
ま
せ
る
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
た
だ
、
こ
こ
で
注
意
し
て

お
か
ね
ば
な
ら
な
い
の
は
、
そ
の
ず
れ
が
浮
き
彫
り
に
す
る
の
は
、
「
貞
女
と
い
は
れ
、
働

き
者
と
い
は
れ
る
嫁
が
、
む
し
ろ
姑
に
不
幸
な
、
一
種
の
エ
ゴ
イ
ス
ト
」
（
１
０
）

だ
っ
た
と

い
う
よ
う
な
点
に
と
ど
ま
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。 

  
 
 
 

四 

  

政
策
と
し
て
の
表
彰
は
、
対
象
が
偉
人
で
あ
る
と
き
よ
り
も
、
一
般
の
民
衆
の
な
か
に
そ

れ
が
求
め
ら
れ
る
と
き
ほ
ど
、
そ
れ
を
お
こ
な
う
為
政
者
の
思
惑
が
入
り
込
み
や
す
く
な
る

も
の
だ
ろ
う
。
表
彰
さ
れ
る
当
人
の
立
場
と
は
無
関
係
に
、
そ
の
存
在
や
行
為
に
政
治
的
な

意
味
が
付
与
さ
れ
る
と
い
う
わ
け
だ
。
端
的
に
言
え
ば
、
為
政
者
が
求
め
る
人
物
が
表
彰
の

名
の
も
と
に
探
し
だ
さ
れ
る
の
で
あ
る
。 

 

『
婦
人
世
界
』
の
表
彰
で
は
、
夫
の
死
傷
の
原
因
と
し
て
日
露
戦
争
が
し
ば
し
ば
挙
げ
ら

れ
た
。
戦
争
で
夫
を
亡
く
し
て
も
、
あ
る
い
は
、
夫
が
身
体
の
自
由
を
失
っ
て
も
、
不
平
を

口
に
せ
ず
に
家
を
支
え
て
い
く
彼
女
た
ち
は
国
家
に
と
っ
て
は
望
ま
し
い
存
在
で
あ
り
、
そ

の
あ
り
方
は
見
習
う
べ
き
も
の
と
し
て
広
く
知
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
れ
は

『
婦
人
世
界
』
と
い
う
雑
誌
が
、
日
露
戦
争
直
後
に
「
帝
国
の
進
軍
に
鑑
み
て
、
其
家
庭
、

国
家
、
社
会
に
対
す
る
責
任
を
自
覚
し
、
男
子
と
協
戮

、
、
、
、
、
し
て
先
づ
家
庭
の
改
良

、
、
、
、
、
を
期
図
と
し
、

併
せ
て
国
会
社
会

、
、
、
、
の
福
利
、
、
を
増
進
す
る
」
（
１
１
）

た
め
に
創
刊
さ
れ
た
こ
と
と
無
縁
で
は
な

か
っ
た
は
ず
だ
。
ま
た
、
「
一
善
一
行
の
美
と
雖
、
必
ず
之
を
表
彰
し
、
孜
々
努
め
て
止
ま

ざ
れ
ば
、
遂
に
は
善
行
美
事
風
を
な
し
、
国
民
の
品
性
道
徳
を
高
む
る
に
至
り
、
国
家
を
し

て
富
国
強
兵
の
実
を
挙
げ
し
む
る
」
こ
と
を
目
指
し
た
『
善
行
大
鑑
』
（
１
２
）

に
、
難
病
に

罹
り
日
常
の
起
居
に
も
支
障
を
き
た
し
た
夫
を
支
え
、
離
縁
を
勧
め
ら
れ
て
も
泣
い
て
応
ぜ

ず
、
老
い
た
る
姑
に
仕
え
て
孝
養
を
怠
ら
ず
、
山
梨
県
知
事
か
ら
表
彰
さ
れ
た
「
節
婦
た
ま

の
」
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
の
も
、
そ
の
「
善
行
」
が
そ
の
書
の
目
論
見
と
合
致
す
る
と
見
做

さ
れ
た
か
ら
に
相
違
な
い
。 



 
明
治
四
十
三
年
十
月
、
内
務
省
は
『
地
方
経
営
小
鑑
』
を
編
ん
だ
が
、
こ
こ
に
は
夫
が
患

っ
た
六
年
間
、
療
養
と
家
計
に
力
を
尽
く
し
、
夫
の
死
後
も
一
家
を
維
持
し
、
棄
児
の
養
育

ま
で
し
て
茨
城
県
知
事
か
ら
表
彰
さ
れ
た
節
婦
小
池
は
な
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
興
味
深
い

の
は
『
地
方
経
営
小
鑑
』
が
こ
の
記
事
の
後
段
に
は
な
の
村
で
は
、
祝
賀
会
の
席
上
に
て
矯

風
貯
蓄
会
が
組
織
さ
れ
た
こ
と
を
伝
え
、
そ
の
結
果
、
村
の
風
紀
は
改
良
さ
れ
、
賭
博
の
業

を
廃
し
て
貯
蓄
組
合
に
加
入
す
る
者
も
現
れ
て
「
二
百
四
十
余
戸
は
、
一
と
し
て
貯
蓄
の
実

行
に
漏
る
ゝ
も
の
な
し
」
と
結
ば
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
一
節
婦
の
奇
特
の
行
い
が
村
の

経
営
に
ま
で
優
れ
た
影
響
を
与
え
た
と
い
う
事
例
を
内
務
省
は
喧
伝
し
た
か
っ
た
に
違
い

な
い
。
型
通
り
の
節
婦
の
話
は
、
言
い
表
し
よ
う
も
な
か
っ
た
は
ず
の
過
酷
な
現
実
の
上
辺

を
撫
で
る
よ
う
に
通
り
過
ぎ
、
あ
る
べ
き
国
民
の
姿
と
し
て
行
き
渡
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。 

 

そ
う
い
う
節
婦
を
「
情
な
い
人
間
」
と
「
一
塊
の
土
」
は
言
う
。
そ
こ
に
は
、
お
民
が
「
エ

ゴ
イ
ス
ト
」
か
ど
う
か
と
い
う
個
人
の
性
状
の
問
題
に
限
定
さ
れ
な
い
、
流
用
さ
れ
て
い
る

美
談
へ
の
不
審
が
詰
ま
っ
て
い
た
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。 

  
 

 
 

五 

  

「
一
塊
の
土
」
を
以
上
の
よ
う
に
節
婦
の
記
事
を
視
野
に
い
れ
な
が
ら
読
み
返
す
と
き
、

お
民
と
い
う
そ
の
名
が
「
民
」
で
あ
る
こ
と
に
注
目
す
る
の
は
あ
ま
り
に
穿
っ
た
見
方
に
過

ぎ
よ
う
が
、
例
え
ば
、
お
民
が
「
不
毛
の
山
国
か
ら
こ
の
界
隈
へ
移
住
し
て
来
た
所
謂
『
渡

り
も
の
』
の
娘
」
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
な
ど
に
は
相
応
の
意
味
が
見
い
だ
せ
る
よ
う
に
思
わ

れ
る
。
『
大
正
徳
行
録
』
で
は
、
人
物
の
紹
介
は
「
○
○
村
の
△
△
の
娘
」
や
「
○
○
町
の

△
△
の
長
女
」
と
い
う
よ
う
に
出
自
か
ら
書
き
出
さ
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

そ
し
て
、
そ
れ
ら
の
記
事
は
や
が
て
子
供
の
話
題
へ
と
続
い
て
い
く
の
が
通
例
だ
っ
た
。
子

供
を
学
校
に
通
わ
せ
る
と
い
う
の
は
重
要
な
こ
と
だ
っ
た
の
で
あ
る
（
１
３
）

。
「
ひ
と
つ
の

背
景
に
す
ぎ
な
い
」
（
１
４
）

と
も
評
さ
れ
た
広
次
が
学
校
に
通
っ
て
い
る
こ
と
も
そ
う
い
う

要
件
と
か
か
わ
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
だ
が
、
こ
こ
で
も
養
育
の
す
べ
て
は
お
住
の
手
に
よ

っ
て
お
り
、
節
婦
の
記
事
と
の
差
異
は
明
確
な
も
の
と
な
っ
て
い
る
。 

 

繰
り
返
せ
ば
、
「
一
塊
の
土
」
は
荒
唐
無
稽
な
想
像
上
の
お
話
で
は
な
か
っ
た
。
お
住
を

通
し
て
お
民
の
向
こ
う
に
、
よ
く
知
ら
れ
て
い
た
節
婦
の
話
型
を
透
か
し
見
せ
な
が
ら
、
そ

れ
ら
を
相
対
化
し
よ
う
と
し
た
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
農
村
の
実
情
と
の
懸
隔
、
お
民
の

内
面
が
直
接
的
に
説
明
さ
れ
な
い
こ
と
な
ど
も
、
「
一
塊
の
土
」
の
方
法
の
ひ
と
つ
で
は
な

か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
し
か
し
、
先
行
す
る
お
話
に
よ
っ
て
立
つ
だ
け
な
ら
、
そ
の
世
界
が

訴
え
る
と
こ
ろ
も
空
疎
に
響
く
と
の
誹
り
は
ま
ぬ
か
れ
な
い
だ
ろ
う
。
ま
し
て
や
芥
川
の
す

る
と
こ
ろ
だ
。 

 

け
れ
ど
も
、
貧
し
さ
そ
の
も
の
を
直
視
し
て
惨
状
を
さ
ら
け
出
し
た
「
土
」
か
ら
遅
れ
る

こ
と
十
四
年
、
懸
命
に
働
い
て
財
と
名
声
を
成
し
た
と
し
て
も
、
一
家
に
幸
福
が
訪
れ
な
い

と
い
う
幕
切
れ
は
、
貧
し
さ
そ
の
も
の
を
救
い
が
た
い
不
幸
と
訴
え
る
こ
と
と
同
等
に
、
い

や
そ
れ
以
上
に
大
き
な
社
会
的
意
義
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
「
譃
だ
と
も
、
譃

の
皮
だ
わ
」
と
い
う
お
住
の
声
は
小
さ
く
は
な
い
。
作
品
末
尾
の
一
文
が
「
し
か
し
」
に
は

じ
ま
る
こ
と
に
思
い
を
い
た
せ
ば
、
一
家
の
見
た
夢
は
一
時
の
こ
と
で
あ
っ
た
と
言
わ
ざ
る

を
得
な
い
。 

  
 

注 

（ 

１ 

） 

宮
島
新
三
郎
「
芥
川
龍
之
介
論 

そ
の
一
面
観
」（『
早
稲
田
文
学
』
第
二 

 
 
 

 

一
八
号
、
大
正
一
三
年
三
月
） 

（ 

２ 

） 

藤
森
成
吉
・
加
藤
武
雄
・
木
村
毅
編
『
農
民
小
説
集
』（
大
正
一
五
年
六
月
、
新 

 
 
 
  

潮
社
） 

（ 
３ 
） 

米
田
利
昭
「
芥
川
学
者
へ 

 

石
割
透
氏
の
『
一
塊
の
土
』
を
読
ん
で 

 

」 

 
 
 
  
 
 

（『
葦
の
葉
』
第
五
八
号
、
一
九
八
七
年
一
二
月
） 

（ 

４ 

） 
齋
藤
萬
吉
『
日
本
農
業
の
経
済
的
変
遷
』（
大
正
七
年
一
一
月
、
西
ヶ
原
叢
書
刊 

 
 
 
 

行
会
） 



（ 
５ 

） 

松
尾
一
太
郎
『
農
業
労
働
に
関
す
る
調
査 

大
正
９
年 

』（
昭
和
三
一
年
三 

 
 

 
 

月
、
農
業
発
達
史
調
査
会
） 

（ 

６ 
） 
「『
土
』
に
就
て 

 

長
塚
節
『
土
』
序 

 

」
（
明
治
四
五
年
五
月
） 

（ 

７ 

） 
「
小
説
予
告
」（
明
治
四
三
年
六
月
一
一
日
「
東
京
朝
日
新
聞
」
） 

（ 

８ 

） 

菅
原
征
子
「
節
婦
孝
子
の
表
彰
と
庶
民
の
女
性
像 

 

古
代
を
中
心
に 

 

」 

 
 

 
 

（
『
日
本
女
性
史
論
集 

８ 

教
育
と
思
想
』（
平
成
一
〇
年
五
月
、
吉
川
弘
文
館
） 

（ 

９ 

） 

節
婦
に
つ
い
て
の
記
事
は
、
北
海
道
の
「
端
野
村
誌
」（
大
正
一
五
年
）、
徳 

 
 

 
 

島
県
の
「
宍
喰
村
誌
」（
大
正
一
二
年
）
、
熊
本
県
の
「
鹿
本
郡
誌
」
（
大
正
一
二 

 
 

 
 

年
）
、「
静
岡
県
安
部
郡
誌
」
（
大
正
三
年
）、
新
潟
県
「
川
西
郷
々
土
誌
」（
明
治 

 
 

 
 

四
五
年
）
等
の
村
誌
や
郡
誌
に
お
い
て
も
散
見
さ
れ
る
。 

（
１
０
） 

吉
田
精
一
『
芥
川
龍
之
介
』（
昭
和
一
七
年
一
二
月
、
三
省
堂
） 

（
１
１
） 

『
婦
人
世
界
』（
第
一
巻
一
号
、
明
治
三
九
年
一
月
） 

（
１
２
） 

島
内
登
志
衛
『
善
行
大
鑑
』（
明
治
四
三
年
六
月
、
六
盟
館
） 

（
１
３
） 

子
供
が
ど
の
よ
う
な
学
校
に
通
っ
て
い
る
か
は
、
そ
の
家
の
経
済
状
況
と
も 

 
 

 
 

か
か
わ
っ
て
い
た
。
（
５
）
の
『
農
業
労
働
に
関
す
る
調
査 

大
正
９
年 

』
は 

 
 

 
 

地
主
、
自
作
農
、
小
作
農
の
相
違
を
「
中
等
以
上
ノ
教
育
ヲ
受
ケ
」
「
高
等
小
学 

 
 

 
 

校
卒
業
程
度
」「
尋
常
小
学
程
度
」
と
い
う
よ
う
に
教
育
水
準
の
違
い
か
ら
書
き 

 
 

 
 

だ
し
て
い
る
。 

（
１
４
） 

関
口
安
義
「『
一
塊
の
土
』
論 

 

芥
川
の
リ
ア
リ
ズ
ム
と
は
な
に
か 

 
」 

 
 

 
 

（『
日
本
文
学
』
（
第
二
〇
巻
第
九
号
、
昭
和
四
六
年
九
月
） 

 
 
 
  
 
  
 
 

広
次
の
存
在
に
つ
い
て
は
村
上
林
造
が
「
消
極
的
な
も
の
に
と
ど
ま
ら
な
い
の 

 
 
 
  
 
  

で
は
な
い
か
」
と
指
摘
し
て
い
る
（
第
四
〇
巻
第
一
号
、
平
成
三
年
一
月
）
。
確 

 
 
 
  
 
  

か
に
、
山
本
二
見
「
『
一
塊
の
土
』
論 

 

一
塊
の
土
の
意
味 

 

」（
『
就
実
語 

 
 
 
  
 
  

文
』
第
四
号
、
昭
和
五
八
年
一
一
月
）
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
年
齢
が
物
語
の
時 

 
 
 
  
 
  

間
と
合
致
し
て
い
な
い
よ
う
に
見
え
な
く
も
な
い
。
さ
ら
に
、
お
そ
ら
く
は
長
男 

 
 
 
  
 
  

か
と
思
わ
れ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
広
「
次
」
と
い
う
名
で
あ
る
な
ど
、
そ
の
存
在 

 
 
 
  
 
  

は
物
語
の
世
界
に
揺
ら
ぎ
を
与
え
る
性
格
を
孕
み
込
ん
で
い
る
よ
う
に
思
わ
れ 

 
 
 
  
 
  

る
。 

（
東
京
都
立
産
業
技
術
高
等
専
門
学
校 

も
の
づ
く
り
工
学
科
一
般
科
目
） 


