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（
一
）
　
農
民
小
説
の
人
間
性

　
短
篇
小
説
は
長
篇
小
説
の
圧
縮
さ
れ
た
も
の
だ
と
い
ふ
考
へ
方
を
し
て
ゐ
た
人
が
あ
つ
た
や
う
だ
。
さ

う
い
ふ
事
は
有
り
得
な
い
こ
と
で
、
短
い
枚
数
で
書
き
う
る
事
柄
で
あ
つ
た
か
ら
短
篇
と
な
り
、
長
大
な

枚
数
で
な
け
れ
ば
書
き
得
な
い
事
柄
で
あ
つ
た
た
め
に
長
篇
と
な
る
だ
け
の
こ
と
で
あ
ら
う
。
然
し
な
が

ら
、
短
篇
的
な
思
考
の
型
に
な
れ
て
み
る
と
、
思
考
自
体
が
長
篇
的
に
な
り
に
く
く
な
る
。
長
篇
小
説
が

流
行
し
だ
し
て
か
ら
、
ま
だ
一
年
ぐ
ら
ゐ
に
し
か
な
ら
な
い
の
に
、
も
う
長
篇
は
つ
ま
ら
な
い
と
か
、
短

篇
時
代
が
く
る
だ
ら
う
と
言
ひ
だ
す
声
が
あ
る
の
は
、
ひ
と
つ
に
は
、
現
今
流
行
の
長
篇
小
説
の
内
容
が
、

短
篇
的
に
発
育
し
て
ゐ
な
い
か
ら
で
は
な
い
か
と
思
ふ
。
即
ち
多
く
の
長
篇
は
、
短
篇
を
引
延
し
た
も
の
、

或
ひ
は
冗
漫
な
短
篇
と
い
ふ
型
で
あ
る
。
最
近
読
ん
だ
七
、
八
冊
は
概
ね
さ
う
だ
つ
た
。

　
特
に
僕
が
多
大
の
期
待
を
も
つ
て
読
ん
だ
農
民
文
学
に
は
最
も
甚
し
く
失
望
し
た
。
僕
は
元
来
農
村
と

い
ふ
我
々
の
都
会
生
活
と
は
か
け
離
れ
た
生
活
形
式
に
よ
つ
て
歪
曲
さ
れ
た
人
間
性
が
、
長
篇
と
い
ふ
形

式
を
か
り
て
陸
離
た
る
光
彩
を
放
ち
な
が
ら
描
破
さ
れ
は
し
な
い
か
と
考
へ
て
ゐ
た
の
で
あ
つ
た
。
こ
の

期
待
は
余
り
に
も
外
れ
す
ぎ
た
。
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打
木
村
治
氏
の
『
部
落
史
』
は
冗
漫
す
ぎ
る
短
篇
と
云
ふ
べ
き
も
の
で
あ
つ
た
。
た
ゞ
徒
ら
な
克
明
さ

で
描
写
の
筆
を
浪
費
し
た
に
す
ぎ
な
い
も
の
だ
。
克
明
に
顔
形
や
表
情
を
描
写
す
る
。
酒
を
つ
い
だ
り
つ

が
れ
た
り
の
酒
宴
の
描
写
に
数
十
枚
を
費
す
。

　
こ
の
小
説
は
権
力
に
ひ
し
が
れ
な
が
ら
、
そ
れ
に
抗
し
て
生
活
と
恋
を
建
設
し
て
行
く
吾
一
と
キ
ク
の

物
語
が
経
線
と
な
つ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
小
説
が
人
間
性
に
根
ざ
し
て
ゐ
る
深
度
と
い
へ
ば
、
二
、

三
十
枚
の
短
篇
で
足
り
る
程
度
の
深
さ
で
あ
ら
う
。

　
農
村
の
生
活
様
式
を
描
写
報
告
す
る
た
め
に
は
、
決
し
て
小
説
の
形
式
を
必
要
と
し
な
い
。
そ
の
様
式

の
中
の
人
間
性
を
描
く
た
め
に
、
は
じ
め
て
小
説
が
必
要
と
な
る
の
で
あ
る
。
権
力
を
濫
用
す
る
者
が
常

に
悪
玉
で
、
し
ひ
た
げ
ら
れ
る
者
常
に
善
玉
と
は
限
ら
な
い
。
権
力
富
力
を
得
れ
ば
濫
用
し
た
が
る
の
が

恐
ら
く
凡
人
の
避
け
が
た
い
弱
点
で
も
あ
ら
う
。
さ
う
し
た
一
応
の
観
念
的
計
量
を
終
り
又
超
え
た
と
こ

ろ
か
ら
文
学
は
始
ま
る
べ
き
も
の
で
あ
ら
う
。
農
村
生
活
の
形
態
は
素
朴
で
あ
り
、
農
民
は
素
朴
で
あ
る

か
も
知
れ
な
い
が
、
そ
の
素
朴
を
素
朴
に
書
く
た
め
に
も
、
作
家
自
体
の
観
念
が
素
朴
で
あ
つ
て
は
不
可

で
あ
る
。
作
品
の
裏
側
に
書
か
れ
ざ
る
複
雑
な
作
家
の
観
念
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
『
部
落
史
』
は
冗

漫
す
ぎ
る
描
写
に
よ
つ
て
小
説
の
形
式
と
し
て
失
敗
し
、
人
間
性
を
度
外
視
し
た
弱
者
（
形
態
上
の
）
へ

の
偏
愛
に
よ
つ
て
、
小
説
そ
の
も
の
と
し
て
誤
つ
て
ゐ
る
。
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丸
山
義
二
氏
の
『
田
舎
』
は
西
播
磨
の
か
な
り
裕
福
な
農
村
と
農
民
を
描
い
た
小
説
で
あ
る
。
美
人
で

働
き
者
の
嫁
が
、
姑
と
小
姑
に
い
ぢ
め
ら
れ
な
が
ら
も
、
良
人
と
隣
人
愛
に
生
き
、
や
が
て
良
人
の
応
召

に
よ
つ
て
、
め
で
た
し
と
な
る
。

　
若
し
も
こ
の
小
説
か
ら
、
農
村
の
生
活
様
式
の
冗
漫
な
描
写
を
取
去
つ
た
な
ら
、
い
つ
た
い
何
が
残
る

だ
ら
う
か
、
キ
ン
グ
の
通
俗
小
説
と
同
じ
も
の
し
か
残
ら
な
い
。

　
そ
れ
以
上
の
深
さ
も
高
さ
も
な
く
、
悪
い
こ
と
に
は
、
そ
れ
以
上
に
面
白
く
も
な
い
の
だ
。
さ
う
し
て
、

こ
の
小
説
が
と
に
か
く
通
俗
小
説
ら
し
い
の
は
、
た
ゞ
冗
漫
な
農
村
の
生
活
様
式
の
描
写
が
あ
る
か
ら
に

外
な
ら
な
い
。

　
純
粋
小
説
は
そ
の
冗
漫
な
描
写
に
よ
つ
て
通
俗
小
説
よ
り
も
傑
れ
て
ゐ
る
わ
け
で
な
い
の
は
自
明
だ
が
、

不
幸
に
し
て
以
上
の
二
作
は
農
村
描
写
の
冗
漫
を
除
け
ば
　
　
即
ち
人
間
性
の
問
題
と
な
れ
ば
、
結
局
通

俗
小
説
以
上
の
深
さ
高
さ
を
持
た
な
い
。

　
農
民
作
家
は
往
々
農
村
の
人
間
性
以
上
に
生
活
様
式
の
描
写
を
文
学
の
問
題
と
し
た
が
る
や
う
だ
。

　
　
　
（
二
）
　
結
婚
の
生
態
と
作
者
の
生
活
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石
川
達
三
氏
の
『
結
婚
の
生
態
』
は
石
川
氏
が
愛
情
な
く
同
棲
し
た
女
と
別
れ
、
健
全
な
結
婚
を
目
標

に
し
て
そ
の
生
涯
の
建
設
を
企
て
て
か
ら
、
つ
ひ
に
女
を
探
し
得
て
結
婚
生
活
に
入
り
、
子
供
を
も
う
け

る
二
年
間
ほ
ど
の
記
録
で
あ
る
。

　
こ
の
記
録
に
語
ら
れ
て
ゐ
る
石
川
氏
の
生
活
は
、
す
べ
て
そ
の
人
生
観
が
土
台
で
あ
り
、
結
婚
生
活
が

そ
れ
に
沿
ふ
て
着
々
築
か
れ
て
行
く
の
で
あ
る
が
、
人
生
観
と
生
活
が
一
読
羨
望
に
堪
え
な
い
く
ら
い
食

ひ
違
ひ
が
な
く
、
破
綻
を
み
せ
な
い
。
こ
の
作
品
の
強
味
も
こ
ゝ
に
あ
り
、
ま
た
最
大
の
弱
点
も
こ
ゝ
に

あ
る
の
だ
と
僕
は
思
ふ
。

　
こ
れ
に
就
い
て
、
思
ひ
出
し
た
ひ
と
つ
の
こ
と
が
あ
る
。
死
ん
だ
嘉
村
礒
多
氏
は
殆
ど
社
会
と
没
交
渉

な
生
活
を
送
り
、
肉
親
達
と
又
特
に
妻
君
と
の
せ
ま
い
交
渉
の
内
部
だ
け
で
執
拗
に
内
省
し
な
が
ら
筆
を

執
つ
て
ゐ
た
人
で
あ
る
が
、  

従    

而  

し
た
が
つ
て

、
そ
の
夫
婦
生
活
が
い
は
ば
必
死
で
縋
り
合
つ
て
ゐ
る
か
の
や
う

に
親
密
無
二
で
あ
つ
た
ら
し
い
、
嘉
村
氏
の
死
後
、
そ
の
妻
女
の
良
人
の
追
想
な
ど
哀
切
で
、
至
高
の
貞

女
を
し
の
ば
せ
る
も
の
が
あ
つ
た
。

　
そ
の
こ
ろ
宇
野
浩
二
氏
が
嘉
村
夫
人
に
就
い
て
何
か
の
雑
誌
へ
感
想
を
書
い
た
。
宇
野
氏
は
嘉
村
氏
の

不
遇
の
頃
か
ら
極
力 

推  

輓 

す
い
ば
ん

し
て
ゐ
た
も
の
で
、
嘉
村
氏
と
の
私
交
も
普
通
の
も
の
で
は
な
か
つ
た
の
だ

ら
う
。
宇
野
氏
は
嘉
村
夫
人
の
亡
夫
へ
の
思
慕
の
一
様
な
ら
ぬ
切
実
さ
に
打
た
れ
た
感
慨
を
述
べ
た
あ
と
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で
、
そ
の
文
章
の
い
ち
ば
ん
終
り
に
、
だ
が
い
く
ら
貞
女
だ
つ
て
、
良
人
が
死
ん
で
暫
く
立
て
ば
、
ま
た

ど
う
な
る
か
分
り
や
し
な
い
と
い
ふ
意
味
の
こ
と
を
甚
だ
さ
り
げ
な
く
匂
は
し
て
ゐ
た
の
を
、
僕
は
呆
気

に
と
ら
れ
て
読
ん
だ
こ
と
を
忘
れ
な
い
。
ひ
ど
く
打
た
れ
、
感
心
し
た
の
で
あ
る
。
怖
る
べ
き
小
説
家
魂

だ
と
思
つ
た
。

　
こ
の
や
う
な
怖
る
べ
き
小
説
家
魂
を
も
つ
て
き
て
『
結
婚
の
生
態
』
を
こ
の
鏡
の
前
へ
置
い
た
な
ら
、

こ
の
小
説
の
人
生
観
と
生
活
と
の
破
綻
の
な
さ
が
実
は
こ
の
小
説
の
弱
点
で
あ
る
こ
と
が
納
得
さ
れ
よ
う
。

　
こ
の
破
綻
の
な
さ
は
一
面
た
し
か
に
強
味
と
な
つ
て
も
ゐ
る
の
で
あ
る
が
、
い
は
ゞ
そ
れ
は
こ
の
小
説

が
ひ
と
つ
の
惚
気
の
ろ
け
で
あ
り
目
下
の
と
こ
ろ
、
惚
気
ら
れ
て
も
ち
よ
つ
と
文
句
が
言
へ
な
い
ほ
ど
外
面
的
に

は
仰
せ
の
通
り
だ
、
と
い
ふ
や
う
な
意
味
で
あ
る
。

　
石
川
氏
は
デ
カ
ダ
ン
ス
に
は
意
識
的
に
ふ
れ
よ
う
と
せ
ず
、
逆
へ
逆
へ
と
急
ぎ
す
ぎ
た
感
が
あ
る
。
デ

カ
ダ
ン
ス
の
逆
な
も
の
を
急
速
に
欲
し
す
ぎ
て
、
あ
ま
り
簡
単
に
家
庭
の
甘
さ
を
承
認
し
す
ぎ
て
ゐ
る
や

う
で
あ
る
。
デ
カ
ダ
ン
ス
の
外
貌
は
或
ひ
は
悪
徳
で
あ
る
か
も
知
れ
ぬ
が
、
デ
カ
ダ
ン
ス
に
走
ら
ざ
る
を

得
ぬ
精
神
の
ひ
と
つ
に
は
実
は
最
高
の
モ
ラ
リ
ス
ト
の
精
神
が
あ
る
の
だ
。
石
川
氏
の
拒
否
す
る
デ
カ
ダ

ン
ス
は
不
幸
に
し
て
、
高
い
モ
ラ
リ
ス
ト
の
精
神
が
住
む
そ
れ
で
は
な
か
つ
た
。
こ
の
小
説
の
安
易
さ
は
、

そ
こ
に
か
ゝ
つ
て
ゐ
る
。
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然
し
な
が
ら
、
こ
の
小
説
は
甚
だ
し
く
観
念
的
で
、
理
窟
つ
ぽ
い
に
も
拘
ら
ず
、
人
を
読
ま
せ
る
力
を

そ
な
へ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
思
ふ
に
そ
れ
は
、
作
者
自
ら
の
「
生
き
て
ゐ
る
生
活
」
に
根
ざ
し
た
文
章
で

あ
る
た
め
に
ほ
か
な
ら
な
い
と
考
へ
る
。

　
こ
の
こ
と
を
昨
日
批
評
し
た
農
民
文
学
に
比
べ
る
と
『
部
落
史
』
や
『
田
舎
』
の
ひ
と
つ
の
弱
点
が
明

ら
か
と
な
る
で
あ
ら
う
。
即
ち
『
部
落
史
』
や
『
田
舎
』
に
は
、
作
者
の
生
活
が
な
い
の
で
あ
る
。
し
か

も
極
力
農
村
の
生
活
を
描
き
な
が
ら
。

　
な
る
ほ
ど
、
こ
れ
は
前
記
二
つ
の
農
民
文
学
の
欠
点
で
あ
つ
た
と
は
い
へ
、
作
者
の
生
活
が
な
い
こ
と
、

そ
れ
は
必
ず
し
も
文
学
の
価
値
を
減
じ
は
し
な
い
。
真
に
傑
れ
た
小
説
は
、
作
者
の
生
活
と
没
交
渉
で
も

成
立
し
う
る
。
そ
の
こ
と
を
、
例
を
ひ
い
て
、
明
日
の
批
評
で
述
べ
た
い
と
思
ふ
。

　
　
　
（
三
）
　
完
璧
の
作
品
『
草
筏
』

　
外
村
繁
氏
の
『  

草    

筏  

く
さ
い
か
だ

』
は
す
で
に
新
人
と
い
ふ
区
別
を
つ
け
て
論
ず
べ
き
作
品
で
は
な
い
。
最
近

の
長
篇
小
説
と
い
へ
ば
、
一
列
一
体
に
書
き
な
ぐ
り
気
分
の
多
い
濫
作
物
の
横
行
の
中
で
、
こ
の
作
品
は

完
璧
の
相
を
示
し
て
光
り
輝
い
て
ゐ
る
。
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こ
の
小
説
は
作
者
の
自
伝
風
の
も
の
で
、
作
者
自
身
ら
し
い
晋
と
い
ふ
少
年
を
通
じ
て
、
近
江
中
の
庄

の
豪
家
藤
村
家
の
人
々
が
描
か
れ
て
ゐ
る
。
作
中
人
物
い
づ
れ
も
活
写
さ
れ
ざ
る
者
が
な
い
。

　
然
し
乍
ら
、
こ
の
作
品
の
唯
一
の
弱
点
は
少
年
の
世
界
と
い
ふ
も
の
は
、
こ
れ
ほ
ど
完
璧
に
描
破
さ
れ

て
も
、
苦
難
に
み
ち
た
大
人
達
の
心
に
は
、
そ
れ
ほ
ど
深
く
喰
ひ
こ
む
力
が
な
い
と
い
ふ
一
事
で
あ
ら
う
。

　
そ
れ
ゆ
え
、
こ
の
小
説
の
作
中
人
物
は
、
晋
の
印
象
を
通
じ
て
の
み
語
ら
れ
て
ゐ
る
限
り
、
人
に
迫
る

深
さ
を
持
つ
こ
と
が
で
き
な
い
の
だ
が
、
い
つ
た
ん
晋
の
世
界
を
出
外
れ
た
部
分
へ
く
る
と
は
じ
め
て
陸

離
た
る
光
彩
を
放
つ
。
即
ち
長
男
の
重
責
と
才
能
と
の
不
均
衡
の
た
め
に
、
逃
避
難
と
ひ
ね
く
れ
た
精
神

生
活
を
植
え
つ
け
ら
れ
た
藤
村
家
の
当
主
治
右
衛
門
、
好
人
物
で
好
色
な
二
男
辰
二
郎
、
傲
岸
不
屈
な
末

弟
真
吾
、
こ
の
兄
弟
の
性
格
と
そ
の
交
渉
は
藤
村
商
店
と
い
ふ
大
機
構
を
め
ぐ
つ
て
特
色
深
い
人
生
図
を

展
開
す
る
。

　
青
春
を
謳
ふ
代
り
に
憎
み
、
結
婚
初
夜
に
、
身
体
は
買
つ
た
が
精
神
上
の
結
婚
は
せ
ん
と
堂
々
花
嫁
に

宣
言
す
る
真
吾
の
性
格
は
、
一
見
甚
だ
観
念
的
で
異
国
風
な
も
の
に
見
え
る
が
、
治
右
衛
門
、
辰
二
郎
と

並
べ
て
見
る
と
、
そ
の
外
部
的
な
表
出
は
と
に
か
く
と
し
て
、
日
本
の
豪
家
の
一
族
に
は
、
却
つ
て
甚
だ

有
り
易
い
型
で
は
な
い
か
と
思
は
れ
る
。
さ
う
し
て
、
こ
れ
ら
三
兄
弟
の
性
格
の
関
係
自
体
が
ま
た
甚
だ

し
く
日
本
的
だ
。
我
々
が
常
に
見
馴
れ
て
ゐ
る
た
め
に
、
す
ぐ
れ
た
作
家
の
筆
に
よ
つ
て
描
か
れ
な
け
れ

9



ば
、
気
付
か
ず
見
逃
し
易
い
ほ
ど
普
通
的
な
型
な
の
で
あ
る
。
す
ぐ
れ
た
作
家
は
常
に
か
う
し
て
我
々
が

見
馴
れ
す
ぎ
て
不
感
症
の
世
界
か
ら
新
鮮
な
も
の
を
も
た
ら
し
て
く
れ
る
。

　
然
し
乍
ら
、
こ
の
小
説
は
完
璧
の
相
を
も
ち
、
読
む
あ
ひ
だ
は
作
中
に
人
を
ひ
き
こ
む
力
を
具
へ
て
を

り
な
が
ら
、
さ
て
、
読
後
ふ
り
か
へ
つ
て
み
る
時
に
は
、
ま
と
ま
つ
て
受
け
る
感
銘
が
稀
薄
な
の
だ
。

　
思
ふ
に
そ
れ
は
、
こ
の
小
説
に
根
柢
的
な
分
裂
が
あ
る
か
ら
だ
と
思
ふ
。
外
的
に
は
完
璧
で
破
綻
を
示

す
と
こ
ろ
は
な
い
が
、
根
柢
に
於
て
分
裂
が
あ
る
の
だ
。
そ
れ
は
、
又
、
先
に
も
述
べ
た
こ
の
作
品
の
唯

一
の
弱
点
、
所
詮
少
年
の
世
界
は
、
大
人
の
苦
難
に
食
ひ
こ
む
文
学
に
な
り
得
な
い
と
い
ふ
あ
の
こ
と
と

も
関
聯
し
て
ゐ
る
。
即
ち
、
こ
の
小
説
の
傑
出
し
た
部
分
は
い
づ
れ
も
晋
少
年
と
交
渉
の
な
い
場
面
の
み

な
の
で
あ
る
が
、
作
者
の
置
く
重
心
は
む
し
ろ
常
に
晋
に
あ
る
。
そ
の
分
裂
が
あ
る
た
め
に
、
こ
の
作
品

は
描
か
れ
た
世
界
を
突
き
ぬ
け
て
ゐ
る
「
傑
作
の
条
件
」
を
具
へ
る
こ
と
が
出
来
な
か
つ
た
の
で
あ
ら
う
。

　
む
し
ろ
晋
が
現
れ
て
こ
な
け
れ
ば
よ
か
つ
た
の
だ
。
自
伝
風
な
要
素
を
捨
て
純
客
観
的
に
藤
村
一
族
を

描
い
た
な
ら
、
こ
の
作
品
は
更
に
高
度
の
芸
術
た
り
得
た
に
相
違
な
い
。
こ
の
作
品
に
は
気
品
は
あ
る
が
、

香
気
を
持
つ
ま
で
に
至
ら
ず
終
つ
て
し
ま
つ
た
の
だ
。

　
僕
は
前
回
の
批
評
で
、
小
説
は
作
者
の
生
き
た
生
活
に
根
ざ
す
と
こ
ろ
が
な
く
と
も
傑
作
た
り
う
る
と

述
べ
た
。
そ
れ
を
今
、
こ
こ
で
改
め
て
思
ひ
だ
し
て
い
た
ゞ
き
た
い
。
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僕
は
む
し
ろ
次
の
や
う
に
言
ひ
た
い
の
だ
。
真
の
傑
作
は
生
身
の
作
者
か
ら
完
全
に
離
れ
な
け
れ
ば
生

れ
な
い
、
と
。
文
学
的
真
実
は
、
結
局
、
紙
の
上
に
於
て
、
真
実
で
あ
る
と
い
ふ
こ
と
だ
。
さ
う
し
て
我

々
人
間
は
、
紙
の
上
の
真
実
を
、
現
実
に
比
し
て
否
定
し
う
る
ほ
ど
決
し
て
現
実
に
通
じ
て
ゐ
な
い
の
だ
。

人
間
は
と
か
く
過
信
し
が
ち
な
ほ
ど
、
こ
の
現
実
と
深
い
交
渉
を
も
つ
て
ゐ
な
い
。
む
し
ろ
迷
路
に
ゐ
る

だ
け
だ
。

　
　
　
（
四
）
　
文
学
の
「
楽
し
さ
」
と
『
フ
ラ
イ
ム
の
子
』

　
作
者
が
興
に
ま
か
せ
て
筆
を
走
ら
せ
る
と
い
ふ
こ
と
も
、
時
に
は
傑
れ
た
文
学
を
生
み
だ
す
こ
と
に
な

る
や
う
だ
。
書
き
な
が
ら
作
者
が
す
で
に
楽
し
く
又
面
白
く
て
た
ま
ら
ぬ
の
だ
か
ら
、
読
者
も
亦
面
白
か

ら
ぬ
筈
は
な
い
。
作
者
の
二
つ
の
呼
吸
が
高
度
の
文
学
性
に
於
て
も
尚
ぴ
つ
た
り
合
へ
ば
、
か
う
し
た
楽

し
い
小
説
も
、
す
で
に
傑
れ
た
文
学
で
あ
る
。
た
と
へ
ば
尾
崎
士
郎
氏
の
『
人
生
劇
場
』
青
春
篇
な
ど
は
、

こ
の
種
類
に
あ
て
は
ま
る
も
の
で
あ
ら
う
。

　
葉
山
嘉
樹
氏
の
『
海
と
山
と
』
も
興
に
ま
か
せ
て
一
気
に
書
い
た
と
い
ふ
風
な
物
語
り
で
あ
る
。

　
畠
山
と
い
ふ
甚
だ
の
ん
び
り
し
た
文
学
青
年
が
、
マ
ド
ロ
ス
に
あ
こ
が
れ
、
た
う
と
う
船
に
乗
り
こ
ん
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で
カ
ル
カ
ッ
タ
ま
で
航
海
に
で
る
物
語
り
だ
が
、
登
場
人
物
み
な
み
な
愛
嬌
の
あ
る
善
人
ば
か
り
で
、
肩

の
こ
る
と
こ
ろ
が
全
く
な
い
。
そ
の
代
り
純
文
学
と
し
て
は
甚
し
く
低
調
だ
。
一
読
肩
が
凝
ら
な
い
が
、

高
度
の
文
学
性
を
も
笑
ひ
や
楽
し
さ
を
与
へ
て
く
れ
る
も
の
で
は
な
い
。

　  

従    
而  

し
た
が
つ
て

、
ユ
ー
モ
ラ
ス
な
こ
の
物
語
り
は
、
む
し
ろ
大
衆
文
学
に
属
す
る
も
の
だ
が
、
こ
の
小
説
は

と
に
か
く
と
し
て
一
般
に
こ
れ
と
種
類
を
同
じ
く
す
る
楽
し
い
小
説
が
、
楽
し
さ
の
故
に
不
当
に
低
く
評

価
さ
れ
易
い
の
は
悲
し
む
べ
き
こ
と
で
あ
る
。
楽
し
さ
と
か
面
白
さ
は
そ
れ
自
体
決
し
て
不
純
な
も
の
で

は
な
い
。
深
刻
と
か
苦
悶
と
か
内
省
ば
か
り
が
純
文
学
の
対
象
に
な
り
う
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

作
家
も
読
者
も
一
般
に
こ
の
種
の
楽
し
い
小
説
を
試
み
、
又
求
め
る
精
神
が
す
く
な
い
の
は
、
思
ふ
に
日

本
的
思
考
が
現
実
的
で
観
念
性
が
尠
す
く
ない
せ
ゐ
で
あ
る
ら
し
い
が
、
大
文
学
を
生
む
た
め
の
過
程
と
し
て
も

こ
れ
の
欠
如
は
大
き
な
障
り
に
な
り
易
く
、
甚
だ
残
念
な
こ
と
で
あ
る
。

　
さ
て
、
最
後
に
『
新
潮
』
二
月
号
所
載
の
奈
知
夏
樹
氏
の
三
百
二
十
枚
の
力
作
『
フ
ラ
イ
ム
の
子
』
に

一
言
ふ
れ
た
い
。
こ
の
新
人
の
力
作
は
単
行
本
と
し
て
出
版
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
が
、
最
近
の
書
き
下

し
長
篇
中
で
は
相
当
読
み
ご
た
へ
の
あ
る
作
品
で
あ
つ
た
に
も
拘
ら
ず
、
当
時
の
世
評
が
不
当
に
苛
酷
で

あ
つ
た
た
め
、
こ
こ
に
取
り
あ
げ
て
み
た
い
の
で
あ
る
。

　
こ
の
小
説
も
一
気
に
書
き
な
ぐ
つ
た
も
の
で
あ
る
。
だ
が
葉
山
氏
の
場
合
と
違
ひ
、
陰
惨
な
、
苦
悶
に
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み
ち
た
物
語
り
だ
。
だ
か
ら
面
白
が
つ
て
書
い
て
ゐ
る
作
品
で
は
な
い
。
そ
の
代
り
「
書
か
ず
に
ゐ
ら
れ

な
く
て
」
書
い
た
も
の
だ
。
あ
れ
も
こ
れ
も
書
き
た
く
て
、
筆
が
勝
手
に
走
り
だ
し
た
や
う
な
小
説
な
の

で
あ
る
。
だ
か
ら
文
章
の
字
面
が
粗
雑
を
極
め
て
ゐ
て
、
殆
ん
ど
文
章
の
体
裁
を
な
し
て
を
ら
な
い
箇
所

が
あ
る
。
一
見
悪
文
の
見
本
な
の
で
あ
る
。

　
だ
が
、
一
見
粗
雑
を
極
め
て
ゐ
る
文
章
に
よ
つ
て
語
ら
れ
て
ゐ
る
各
々
の
事
柄
は
、
い
づ
れ
も
天
分
あ

る
人
の
す
ぐ
れ
た
、
洞
察
の
み
が
な
し
う
る
も
の
で
光
り
輝
く
意
味
を
持
つ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
、
元
来
小

説
は
綴
方
と
異
つ
て
、
如
何
に
書
く
か
、
と
い
ふ
こ
と
よ
り
も
、
何
を
書
く
か
、
と
い
ふ
こ
と
が
よ
り
重

大
な
意
味
を
も
つ
、
複
雑
無
限
な
人
生
の
事
象
の
中
か
ら
、
狙
ひ
を
つ
け
、
取
り
あ
げ
て
く
る
事
柄
自
体

が
、
ま
づ
小
説
の
文
章
の
価
値
を
決
定
す
る
。
文
章
と
し
て
の
形
や
調
子
が
揃
つ
て
ゐ
て
も
名
文
と
は
言

へ
な
い
の
で
あ
る
。

『
フ
ラ
イ
ム
の
子
』
は
綴
方
と
し
て
は
悪
文
だ
が
、
小
説
と
し
て
は
近
来
稀
な
名
文
だ
つ
た
。
文
章
の
一

句
々
々
が
す
ぐ
れ
た
天
分
あ
る
人
の
洞
察
に
よ
つ
て
の
み
し
か
言
ひ
得
ぬ
意
味
を
つ
た
へ
て
く
れ
る
。
観

念
的
で
は
あ
る
が
、
そ
の
観
念
が
作
者
の
肉
か
ら
生
れ
て
ゐ
て
、
贋
物
と
違
ふ
。
小
説
の
場
合
、
文
章
を

読
ん
で
そ
の
意
味
を
読
ま
ぬ
の
は
不
当
だ
。
形
を
知
つ
て
精
神
を
知
ら
ぬ
者
に
文
学
は
通
じ
な
い
。
綴
方

と
し
て
の
文
章
の
晦
渋
さ
に
疲
れ
て
こ
の
小
説
を
投
げ
だ
し
た
人
に
、
も
う
一
度
、
精
読
を
お
す
す
め
し
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た
い
の
で
あ
る
。
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