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『
帰
省
』さA
長岡

｜
｜
創
出
さ
れ
る
ユ
ー
ト
ピ
ア
ー
ー

松
村

友
視

〈
故
郷
〉
は
つ
ね
に
非
在
と
し
て
の
概
念
で
あ
り
、
目
覚
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
発
見
き
れ
る
夢
の
よ
う
に
、

そ
こ
か
ら
排
除
き

れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
し
か
見
出
さ
れ
な
い
場
所
で
あ
る
。
宮
崎
湖
処
子
『
帰
省
』
（
明
お
・6
、
民
友
社
）
に
描
か
れ
る
故
郷
で
の
十
八
日
間

が
、
し
ば
し
ば
夢
や
眠
り
の
比
鳴
に
よ
っ
て
語
ら
れ
る
こ
と
は
こ
れ
と
決
し
て
無
縁
で
は
な
い
。
「
浦
島
太
郎
の
龍
宮
の
三
百
歳
も
三
日
に

覚
め
、

十
八
日
間
の
経
験
は
、
夢
や
眠
り
と
も
つ
な
が

リ
ッ
プ
バ
ン
ウ
井
ン
ク
ル
の
山
中
の
一
百
年
も
一
夜
に
過
ぎ
た
る
如
く
」
（
第
九
）
、

る
異
界
訪
問
請
に
も
似
た
構
造
を
も
っ
て
い
る
。

し
か
し
〈
故
郷
〉
の
概
念
が
排
除
を
前
提
に
し
て
い
る
と
す
れ
ば
、
故
郷
の
ユ
ー
ト
ピ
ア
化
は
実
は
郷
里
出
立
の
時
点
で
始
ま
っ
て
い
た

る

の
引
用
が
あ

あ
め
っ
ち

の
ち
に
『
湖
処
子
詩
集
』
（
明
お
・
日
、
右
文
社
）
巻
頭
に
収
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
こ
の
詩
の
最
終
連
「
こ
の
う
る
は
し
き
天
地

と
み
て
よ
い
。
『
帰
省
』
の
「
第

『
少
年
園
』
に
掲
げ
ら
れ
た
湖
処
子
自
身
の
「
出
郷
関
曲
」
（
明
お
・4
）

帰
思
」
に
、

-43-(442) 



わ
ざ

に
、
／
父
よ
安
か
れ
母
も
待
て
、
／
学
び
の
業
の
成
る
時
に
、
／
錦
か
ぎ
り
て
帰
る
ま
で
。
」
は
、
儒
教
倫
理
を
背
景
に
し
て
故
郷
と
不
可

分
で
あ
っ
た
立
身
出
世
の
構
造
を
典
型
的
に
示
し
て
い
る
が
、
『
帰
省
』
本
文
に
は
「
想
ひ
起
せ
ば
当
時
未
た
見
ぬ
東
京
に
懸
く
る
に
、
未

来
の
空
念
と
大
望
を
以
て
し
、
我
来
り
我
見
我
勝
つ
た
め
に
往
く
も
の
、
如
く
、
吾
生
活
を
画
き
っ
こ
（
第
二
）
と
い
う
回
想
が
語
ら
れ

て
も
い
る
。
ジ
ュ
リ
ア
ス
・
シ
l

ザ
l

が
小
ア
ジ
ア
で
の
戦
勝
を
元
老
院
に
報
告
し
た
際
の
周
知
の
句
を
ふ
ま
え
る
こ
の
一
節
は
、
『
帰
省
』

の
主
人
公
で
あ
る
「
我
」
に
と
っ
て
立
身
出
世
が
戦
い
と
勝
利
の
イ
メ
ー
ジ
で
と
ら
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。

さ
ち

し
か
し
同
詩
の
第
四
連
「
百
代
伝
ふ
る
此
里
に
、
／
安
く
老
い
ぬ
る
親
ふ
た
り
、
／
此
処
に
ぞ
幸
は
あ
る
べ
き
に
、
／
わ
れ
は
都
に
の
ぼ

る
な
り
。
」
と
い
う
一
節
は
、
本
来
的
な
幸
福
が
今
ま
き
に
出
立
し
よ
う
と
し
て
い
る
郷
里
に
こ
そ
あ
る
こ
と
を
い
ち
早
く
語
っ
て
も
い
る
。

そ
の
点
で

こ
の
詩
は
郷
里
出
立
の
感
慨
の
事
後
的
・
回
想
的
な
表
現
と
み
る
べ
き
だ
が
、
こ
こ
に
示
き
れ
る
故
郷
と
の
距
離
の
二
重
性
が

テ
ク
ス
ト
自
体
の
二
重
性
に
つ
な
が
っ
て
い
る
と
い
う
意
味
で
も
『
帰
省
』
は
決
し
て
単
純
な
ユ
ー
ト
ピ
ア
小
説
で
は
な
い
し
、
た
と
え
ば

(1

)(

2
) 

笹
淵
友
一
の
い
う
「
ア
ル
カ
デ
ィ
ア
的
田
園
に
対
す
る
郷
愁
」
「
古
代
的
淳
撲
の
田
園
讃
美
」
と
い
う
意
味
づ
け
や
、
北
野
昭
彦
の
い
う

「
故
郷
へ
の
回
帰
願
望
・
帰
農
願
望
」
と
「
東
京
で
の
文
筆
活
動
」
と
の
「
二
律
背
反
」
の
図
式
に
回
収
し
得
な
い
複
雑
き
を
内
包
し
た
テ

ク
ス
ト
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

「
第
こ
に
端
的
に
示
さ
れ
る
よ
う
に
、
上
京
後
数
年
の
都
会
生
活
で
の
違
和
感
の
対
極
に
故
郷
と
そ
の
自
然
が
逢
か
な
「
楽
園
」
と
し

て
ユ
ー
ト
ピ
ア
化
き
れ
る
と
い
う
図
式
は
『
帰
省
』

の
基
本
的
構
図
と
い
っ
て
よ
い
。
し
か
し
帰
省
後
の
故
郷
は
決
し
て
一
義
的
に
意
味
づ

け
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
左
は
帰
郷
直
後
の
感
慨
で
あ
る
。
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ァ
、
嬉
し
、
今
よ
故
郷
は
吾
目
に
見
へ
ぬ
。
車
輪
村
の
端
に
上
ば
り
し
時
は
、
我
思
は
ず
も
車
を
飛
び
下
り
て
其
土
に
接
吻
し
た
り
。

実
や
此
処
に
我
は
故
郷
の
我
た
り
き
。
其
一
杯
の
土
も
我
為
に
周
刷
、
銅
山
刷
、

ベ
ッ
レ
へ
ム
と
も
思
は
れ
て
、
是
よ
り
相
遇
ふ
べ
き
顔

は
皆
な
我
と
言
語
同
じ
か
り
し
故
人
な
り
。
（
中
略
）
我
は
今
始
め
て
極
楽
に
入
る
も
の
冶
ご
と
く
、
唯
満
悦
と
熱
情
と
軽
快
な
る
恐

怖
、
及
ぴ
縮
め
得
き
る
笑
顔
を
抱
き
て
往
き
つ
、
、
進
か
に
十
人
許
の
一
群
の
我
前
路
に
立
ち
向
ひ
、
中
央
な
る
大
人
よ
り
左
右
に
開

き
て
小
児
な
る
を
認
め
た
り
。
（
第

宗
教
的
聖
地
に
重
ね
ら
れ
、
「
極
楽
」
と
き
え
呼
ば
れ
る
こ
と
で
故
郷
は
限
り
な
く
聖
化
さ
れ
る
。
小
児
を
含
む
「
十
人
許
の
一
群
」
の

出
迎
え
の
構
図
は
、
陶
淵
明
「
帰
去
来
す
辞
」
に
お
け
る
「
憧
僕
歓
迎
／
稚
子
候
内
」
と
い
う
帰
郷
の
構
図
の
踏
襲
に
他
な
ら
な
い
。

故
郷
は
、
や
が
て
、
キ
リ
ス
ト
教
的
聖
性
と
、
陶
淵
明
を
介
し
た
老
荘
的
世
界
像
と
の
交
点
に
お
い
て
、
農
事
を
め
ぐ
る
ユ
ー
ト
ピ
ア
と

-45-

し
て
の
相
を
一
不
す
こ
と
に
な
る
。

ヘ
ブ
リ
ウ

希
白
流
の
詩
人
嘗
て
歌
へ
り
、
「
天
は
エ
ホ
バ
の
天
な
れ
ど
、地
は
人
の
子
に
与
へ
玉
へ
り
」
と
。
夫
れ
人
の
子
の
裡
、
最
も
地
よ
り

あ
ら

養
ふ
も
の
は
農
夫
な
り
。
（
中
略
）
渠
等
は
萄
江
の
錦
な
き
を
恥
ぢ
ざ
る
か
故
に
、
神
は
所
有
ゆ
る
美
色
を
、
野
に
、
陳
ね
て
其
眼
を

饗
せ
り
。
桃
の
花
は
真
紅
に
匂
ひ
、
桜
の
花
は
淡
紅
に
咲
け
り
、
梅
の
花
は
浄
白
に
し
て
、
李
の
花
は
妖
白
な
り
。
（
第
一
二
）

こ
う
し
た
故
郷
の
イ
メ
ー
ジ
は
、
き
ら
に
、

母
の
故
郷
で
あ
る
佐
田
村
の
「
天
然
」
を
め
ぐ
る
次
の
よ
う
な
感
慨
に
集
約
さ
れ
る
。

最
と
幽
遼
な
る
此
峡
底
の
風
情
よ
、
山
高
く
水
長
き
、
天
地
最
と
悠
久
な
る
此
の
山
中
の
景
色
よ
、
願
く
は
魚
に
生
れ
て
此
の
裡
の
主

人
と
な
ら
む
。

老
子
日
く
、
常
に
無
欲
に
し
て
其
妙
を
観
、
有
欲
に
し
て
其
微
を
観
る
と
。
我
今
水
に
於
て
此
語
の
至
理
を
解
き
得
た
り
。
（
第
七
）

(440) 

老
子
的
な
無
為
自
然
と
、
自
然
へ
の
合
一
の
願
望
は
、
帰
省
と
い
う
運
動
が
最
終
的
に
行
き
着
く
べ
き
場
所
の
意
味
を
鮮
や
か
に
語
っ
て



い
る
。
そ
れ
が
東
洋
的
世
界
像
の
様
相
を
濃
厚
に
一
不
す
こ
と
自
体
、
同
時
代
知
識
人
の
精
神
風
土
を
考
え
る
上
で
重
要
な
論
点
だ
が
、

に
お
い
て
も
な
お
、

キ
リ
ス
ト
教
的
な
「
神
」
の
姿
は
重
層
的
に
投
影
き
れ
て
い
る
。

(439) 

今
ま
我
此
の
太
古
の
村
に
あ
り
、
原
始
の
時
に
遠
か
ら
ぬ
、
ア
ダ
ム
、
イ
ブ
の
遺
風
の
観
る
べ
き
故
老
と
共
に
、
櫨
火
、
行
燈
の
下
に

飲
食
せ
る
こ
と
を
夢
想
す
る
も
の
は
誰
そ
。

（
中
略
）
我
は
正
悟
す
、
太
初
に
吹
注
か
れ
た
る
吾
霊
魂
は
至
聖
至
妙
に
し
て
神
と
連
鎖

し
で
あ
る
こ
と
を
。

（
第
七

自
己
の
存
在
の
根
源
に
お
け
る
「
太
古
」
や
「
神
」
と
の
連
鎖
の
認
識
は
、
近
代
社
会
に
生
き
る
べ
き
自
己
を
一
方
で
容
認
し
つ
つ
、
根

源
に
お
い
て
そ
れ
を
始
原
的
な
領
域
と
結
び
合
わ
せ
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
唯
一
の
論
理
な
の
で
あ
る
。

こ
の
意
味
で

『
帰
省
』

み
な
き

は
二
重
の
異
界
訪
問
語
と
し
て
の
構
造
を
も
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
近
代
都
市
東
京
か
ら
故
郷
戚
宜
へ
の
帰
省

46 

の
行
程
と
、
故
郷
か
ら
さ
ら
に
山
中
に
入
っ
た
母
の
故
郷
佐
田
村
へ
の
訪
れ
に
託
さ
れ
る
、
よ
り
根
源
的
な
領
域
へ
の
行
程
と
で
あ
る
。
前

（3
）
こ
も
り
く
み
く
ま
り

田
愛
は
二
つ
の
領
域
を
、
実
在
の
地
形
ふ
ま
え
て
「
隠
国
型
」
と
「
水
分
神
社
型
」
と
に
分
別
し
た
が
、
そ
う
し
た
並
列
的
な
差
異
以
上

に
、
そ
こ
に
は
〈
故
郷
〉
概
念
の
抽
象
化
の
レ
ベ
ル
に
お
け
る
差
異
が
横
た
わ
っ
て
い
る
は
ず
で
あ
り
、

そ
の
構
造
に
お
い
て
『
帰
省
」

は
、
ほ
と
ん
ど
神
話
的
な
物
語
と
い
っ
て
も
よ
い
の
で
あ
る
。

た
だ
し
、
「
神
話
」
の
内
実
に
関
わ
っ
て
む
し
ろ
注
目
す
べ
き
で
あ
る
の
は
、

そ
の
「
神
話
」
を
成
立
さ
せ
て
い
る
背
景
で
あ
る
。

fこ
と

え
ば
「
第
三

(4
) 

斯
か
る
平
和
の
郷
の
外
、
山
静
如
一
一
太
古
一
と
は
何
れ
の
国
ぞ
、
如
何
な
れ
ば
我
此
郷
を
出
て
て
、
再
ぴ
帰
る
能
は
ぎ
る
子
。
五
口
舟
は

（
エ
デ
ン
）
（
5

）

如
何
な
れ
は
逆
櫓
な
る
か
。
悲
し
き
哉
我
既
に
智
慧
の
果
を
食
ひ
ぬ
。
今
は
唯
此
郷
の
、
挨
固
な
ら
で
境
田
に
近
き
が
如
く
、
我

吾
郷
」
に
次
の
よ
う
な
一
節
が
あ
る
。

も
亦
屡
故
郷
に
遊
ひ
て
、
幼
き
我
ぞ
追
懐
せ
ん
の
み
。



「
智
慧
の
果
」
と
は

い
う
ま
で
も
な
く
近
代
文
明
も
し
く
は
近
代
文
化
の
喰
だ
が
、

『
旧
約
聖
書
』
創
世
記
の
楽
園
喪
失
の
構

そ
れ
が

図
を
重
ね
つ
つ
「
智
慧
」
と
し
て
表
象
さ
れ
る
の
は
、
近
代
が
何
よ
り
も
〈
知
〉
を
そ
の
本
質
の
ひ
と
つ
と
し
て
い
る
か
ら
に
他
な
ら
な

し＝

一
旦
獲
得
し
た
近
代
的
な
知
は
、
も
は
や
そ
れ
以
前
の
領
域
に
戻
る
こ
と
を
決
し
て
許
き
な
い
。
「
逆
櫓
」
と
は
、そ
う
し
た
〈
知
〉

の
不
可
逆
性
の
メ
タ
フ
ァ
ー
で
あ
り
、
眠
り
や
夢
か
ら
の
覚
醒
の
イ
メ
ー
ジ
も
そ
こ
か
ら
派
生
す
る
。
〈
故
郷
〉
は
、
楽
園
喪
失
者
と
し
て

の
近
代
知
識
人
に
よ
っ
て
、
永
遠
に
立
ち
戻
る
こ
と
の
で
き
な
い
非
在
の
領
域
と
し
て
発
見
さ
れ
た
ユ
ー
ト
ピ
ア
な
の
で
あ
る
。

「
帰
省
』
は
そ
の
意
味
で
、
同
時
代
知
識
人
の
精
神
風
景
を
本
質
的
な
領
域
で
と
ら
え
得
て
い
る
点
に
お
い
て
優
れ
た
達
成
を
示
し
て
い

る
と
い
っ
て
よ
い
の
だ
が

こ
の
テ
ク
ス
ト
が
内
包
す
る
真
の
問
題
は
、
む
し
ろ
、

そ
の
先
に
あ
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

一
読
す
れ
ば
明
ら
か
な
よ
う
に
、
帰
郷
直
後
の
場
面
に
描
か
れ
る
聖
地
と
し
て
の
故
郷
の
姿
は
、

そ
の
直
前
に
馬
関
で
再
会
し
た
故
郷
の

青
年
が
語
っ
た
桑
苗
販
売
導
入
後
の
故
郷
の
変
貌
の
さ
ま
を
無
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
成
立
し
て
い
る
。
外
貨
獲
得
の
最
大
の
資
源
で
あ
っ

た
生
糸
生
産
に
か
か
わ
る
桑
苗
販
売
の
阜

Mは
そ
の
ま
ま
近
代
資
本
主
義
の
侵
入
を
意
味
し
た
し
、
事
実
、
「
犬
吠
馬
行
の
嘘
巷
は
看
る
看

る
浮
華
の
都
会
と
な
ら
ん
と
せ
し
な
り
」
（
第
二
）
と
青
年
が
語
る
よ
う
に
故
郷
は
明
ら
か
に
近
代
化
に
よ
る
変
容
を
き
た
し
て
お
り
、
『
帰

省
」
本
文
は
青
年
の
語
を
借
り
つ
つ
、

そ
の
あ
り
き
ま
を
む
し
ろ
リ
ア
ル
に
描
き
出
し
て
も
い
る
。
中
村
青
史
「
宮
崎
湖
処
子
と
民
友
社
｜

特
に
『
帰
省
』
以
前
の
問
題
点

l

」
（
『
熊
本
大
学
教
育
学
部
紀
要
』
昭
日
・
9

）
が
指
摘
す
る
「
政
治
的
社
会
的
で
、
い
た
っ
て
現
実
主
義
者
風

『
帰
省
』
に
お
い
て
も
潜
在
し
て
い
た
と
み
て
よ
い
。’

」
、
，
ヲ
つ

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
「
渠
は
我
に
対
し
て
好
み
て
故
郷
の
変
遷
及
び
吾
家
の
消
長
を
、
語
り
出
で
ん
と
嘗
み
た
る
も
、
我
は
吾
眼
光
を
以

の
一
面
」
を
も
っ

『
帰
省
』
以
前
の
湖
処
子
像
は
、

-47-(438) 



て
之
を
観
る
迄
は
、
他
の
先
入
を
容
る
ま
じ
と
決
心
し
て
、
渠
が
話
頭
を
打
消
」
（
第
二
）
し
、
「
渠
自
身
の
日
記
」
す
な
わ
ち
あ
く
ま
で
青

年
自
身
の
体
験
の
範
囲
で
語
る
こ
と
だ
け
を
許
す
の
で
あ
る
。

い
い
か
え
れ
ば
「
吾
眼
光
」
は
、
実
際
の
帰
郷
に
よ
っ
て
故
郷
を
目
の
あ
た

り
に
す
る
前
に

一
個
の
視
線
と
し
て
す
で
に
確
立
し
て
い
た
。
「
故
郷
に
は
吾
慰
藷
を
思
ひ
、
村
落
に
は
我
平
和
を
期
せ
り
。

（
中
略
）
人

聞
の
美
徳
と
称
す
る
も
の
は
、
村
落
の
外
何
処
に
求
む
る
。
」
「
敵
少
く
、
味
方
少
く
、
嫉
妬
少
く
、
憤
怒
少
く
、
唯
是
一
村
無
邪
気
の
民
な

り
。
我
は
今
斯
楽
園
よ
り
出
て
迷
へ
り
。
」
（
第
二
と
い
う
在
京
時
点
で
の
「
楽
園
」
の
イ
メ
ー
ジ
こ
そ
、
非
在
の
空
白
と
し
て
の
故
郷
に

投
影
さ
れ
る
べ
き
「
先
入
」
に
他
な
ら
な
い
。
故
郷
の
空
白
性
を
保
つ
た
め
に
こ
そ
、
青
年
の
語
る
現
実
の
故
郷
の
姿
は
、
あ
ら
か
じ
め
周

到
に
「
打
消
」
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
「
慰
藷
を
期
す
る
吾
故
郷
の
既
に
荒
破
村
た
る
を
悲
し
」
む
思
い
を
通
過
し
て
さ
え
、

な
お
帰
郷
直
後
の
感
慨
が
そ
れ
を
無
化
し
得
た
の
は
そ
の
た
め
で
あ
る
。

徳
富
蘇
峰
は
「
帰
省
を
読
む
」
（
『
国
民
之
友
』
明
お
・
7

・

U
）
で
「
田
舎
人
の
眼
を
以
て
田
舎
の
消
息
を
写
出
し
た
る
は
、
是
亦
た
此
書

の
特
異
の
性
質
と
云
は
ざ
る
を
得
ず
」
と
し
て
高
く
こ
れ
を
評
価
し
た
が
、
同
時
代
の
蘇
峰
お
よ
ぴ
民
友
社
に
お
け
る
「
田
舎
」
主
義
と
で

も
よ
ぶ
べ
き
一
連
の
言
説
の
流
れ
の
上
に
あ
る
と
は
い
え
、

そ
の
点
で
、
「
『
荒
村

こ
の
評
価
は
楽
天
的
に
す
ぎ
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

行
』
の
イ
メ
ー
ジ
に
収
飲
す
る
〈
物
語
〉
を
牧
歌
的
な
自
然
村
の
風
景
に
吸
収
し
、
融
け
込
ま
せ
て
行
く
構
造
が
、

(7
) 

ス
ト
を
テ
ク
ス
ト
と
し
て
成
り
立
た
せ
て
い
る
。
」
と
い
う
前
田
愛
の
分
析
は
至
当
な
の
だ
が
、

『
帰
省
』
と
い
う
テ
ク

そ
う
し
た
牧
歌

こ
こ
で
も
真
の
問
題
は

的
風
景
へ
の
融
合
を
可
能
に
し
た
視
線
の
構
造
を
問
う
と
こ
ろ
に
求
め
ね
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

帰
郷
時
に
「
十
人
許
」
の
村
人
が
出
迎
え
る
構
図
の
背
後
に
陶
淵
明
「
帰
去
来
令
辞
」
が
あ
る
こ
と
は
既
述
し
た
。
し
か
し
事
実
は
、
村

人
た
ち
は
「
我
」
の
出
迎
え
で
は
な
く
、
農
事
の
合
間
の
草
競
馬
に
興
じ
て
い
た
こ
と
が
明
か
さ
れ
る
。
自
ら
の
帰
郷
を
陶
淵
明
に
二
重
写

し
に
し
よ
う
と
す
る
視
線
と
の
組
離
は
、

そ
の
限
り
で
一
見
滑
稽
に
映
る
に
過
ぎ
な
い
の
だ
が
、
そ
れ
は
、

た
だ
ち
に
次
の
こ
と
ば
に
よ
っ

(437) -48 



て
解
消
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
｜
｜
「
去
れ
ど
も
我
は
失
望
す
る
所
な
か
り
き
。
我
は
聞
き
ぬ
。
ア
メ
リ
カ
探
撃
の
船
も
亦
陸
を
見
る
迄
は

雲
の
み
見
た
り
と
。
」
（
第
二
）

「
ア
メ
リ
カ
探
撃
」
と
い
う
語
の
妥
当
性
は
と
も
か
く
、

(8
) 

で
あ
る
。

こ
こ
に
コ
ロ
ン
ブ
ス
の
新
大
陸
発
見
の
構
図
が
重
ね
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
明
白

い
い
か
え
れ
ば
〈
故
郷
〉
は
、
帰
る
べ
き
場
所
で
あ
る
と
同
時
に
、
〈
文
明
〉

の
側
の
人
間
に
よ
っ
て
発
見
さ
れ
る
べ
き
〈
非
丈

明
〉
の
領
域
と
し
て
あ
ら
か
じ
め
想
定
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
こ
の
一
節
は
端
な
く
も
露
呈
し
て
い
る
。
「
太
古
」

の
ユ
ー
ト
ピ
ア
の
発
見
は
、

「
田
舎
人
の
眼
」で
は
な
く
、

ま
さ
に
文
明
人
の
視
線
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
佐
田
村
を
訪
れ
た
自
分
に
向
け
ら
れ
る
章
子
た
ち

の
好
奇
の
ま
な
ざ
し
を
「
異
人
の
如
く
眺
め
た
り
」
と
形
容
す
る
自
意
識
と
も
そ
れ
は
結
び
つ
い
て
い
る
。

E

・
サ
イ
l

ド
は
『
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
』
（
原
著
一
九
七
八
、
今
沢
紀
子
訳
、
昭
臼
・
印
、
平
凡
社
）の
中
で
こ
う
い
っ
て
い
る
。

か
く
し
て
オ
リ
エ
ン
ト
は
、
心
象
地
理
の
な
か
で
、

人
が
エ
デ
ン
の
園
に
立
ち
戻
る
か
の
よ
う
に
立
ち
戻
っ
て
い
っ
て
は
、

そ
こ
に
古

い
も
の
を
新
た
に
う
ち
た
て
る
べ
き
旧
世
界
で
あ
っ
た
り
、
か
と
思
う
と
、

コ
ロ
ン
ブ
ス
が
ア
メ
リ
カ
に
や
っ
て
き
た
よ
う
に
、
新
た

に
人
が
訪
れ
て
、
そ
こ
に
新
世
界
を
う
ち
た
て
る
べ
き
ま
っ
た
く
新
し
い
場
所
で
あ
っ
た
り
す
る
の
だ
っ
た
。

あ
る
い
は

む
し
ろ

コ
ロ
ン
ブ
ス
の
発
見
を
契
機
と
す
る
ス
ペ
イ
ン
人
の
イ
ン
デ
ィ
ア
ス
に
対
す
る
暴
虐
を
告
発
し
た
ド
ミ
一
一
コ
会
の

司
教
ラ
ス
・
カ
サ
ス
が
イ
ン
デ
ィ
ア
ス
に
投
げ
か
け
た
視
線
と
の
類
似
性
の
方
を
指
摘
す
る
べ
き
か
も
し
れ
な
い
。
ー
ー

神
は
そ
の
地
方
に
住
む
無
数
の
人
び
と
を
こ
と
ご
と
く
素
朴
で
、
悪
意
の
な
い
、
ま
た
、
陰
ひ
な
た
の
な
い
人
間
と
し
て
創
ら
れ
た
。

（
中
略
）
彼
ら
は
世
界
で
も
っ
と
も
謙
虚
で
辛
抱
強
く
、
ま
た
温
厚
で
口
数
の
少
な
い
人
た
ち
で
、
誇
い
や
騒
動
を
起
す
こ
と
も
な
く
、

喧
嘩
や
争
い
も
し
な
い
。

そ
れ
ば
か
り
か
、
彼
ら
は
怨
み
や
復
讐
心
す
ら
抱
か
な
い
。

（
「
イ
ン
デ
ィ
ア
ス
の
破
壊
に
つ
い
て
の
簡
潔
な
報
告
』
原
著
一
五
五
二
、
染
田
秀
藤
訳
、
昭
日
・
6
、
岩
波
文
庫
） -49-(436) 



こ
、
っ
ー
し
て
『
帰
省
』
の
「
我
」
は
、
「
ア
メ
リ
カ
探
撃
の
船
」
を
め
ぐ
る
一
節
を
引
き
受
け
る
か
の
よ
う
に
、
村
の
入
口
に
立
つ
二
本
の

「
検
樹
」
を
「
天
然
の
凱
旋
門
」
に
見
立
て
、
装
い
新
た
に
酒
店
に
集
う
「
五
口
旧
友
た
る
」
農
夫
、職工
、
馬
丁
ら
の
「
凱
旋
歌
に
浮
き
れ

て

一
巨
人
の
如
く
閲
歩
し
つ
二
「
多
数
の
衛
星
に
従
は
れ
て
吾
家
に
入
」
る
の
で
あ
る
。
勝
利
者
シ
！
ザ

l

の
面
影
が
そ
こ
に
は
二
重

映
し
に
な
っ
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
が

こ
う
し
た
自
己
像
を
保
証
す
る
も
の
が
あ
り
得
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
、
都
か
ら
の
唯
一
の
帰

還
者
と
し
て
の
、
村
人
た
ち
と
の
決
定
的
な
落
差
の
認
識
以
外
の
も
の
で
は
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。

し
か
し

そ
の
「
我
」
は

一
方
で
、
度
重
な
る
村
人
の
聞
に
答
え
て
、
繰
り
返
し
口
を
き
わ
め
て
都
会
を
否
定
す
る
こ
と
に
な
る
。

と
え
ば
次
の
よ
う
に
で
あ
る
。

今
に
し
て
都
人
を
知
る
、
宛
も
外
飾
り
内
朽
れ
る
墓
の
如
き
を
。

（
中
略
）
歎
息
、
心
配
、
恐
怖
、
失
望

及
び
陰
謀
、
残
酷
等
の
陰

府
の
毒
に
、
肉
も
錆
れ
骨
も
解
け
ぬ
。
間
へ
何
故
に
爾
か
あ
る
か
を
、
虚
空
の
名
誉
に
馳
せ
、
不
義
の
富
貴
を
追
へ
ば
な
り
。

（
第
七

こ
う
し
た
言
説
に
立
身
出
世
を
め
ぐ
る
「
我
」
自
身
の
現
実
的
な
挫
折
感
を
読
み
と
る
こ
と
は
容
易
だ
が
、
こ
れ
ら
の
発
言
の
背
後
に
あ

る
構
造
は
挫
折
感
の
裏
返
し
と
し
て
の
み
意
味
づ
け
ら
れ
る
ほ
ど
明
快
で
は
な
い
。

た
と
え
ば
右
の
引
用
は
、
佐
田
村
の
「
新
家
」
に
招
か

れ
た
折
、
村
人
た
ち
の
心
打
解
け
ぬ
き
ま
に
気
づ
い
た
「
我
」
が
「
折
々
吃
る
村
語
を
混
せ
つ
冶
」
語
っ
た
言
葉
で
あ
り
、そ
の
試
み
は
、

や
が
て
「
吾
言
の
了
る
時
に
、
笑
の
影
は
凡
て
の
眉
目
に
上
ぼ
り
ぬ
」
と
い
う
形
で
奏
功
す
る
ば
か
り
で
な
く
、
「
都
に
居
り
し
と
誇
り
も

せ
ず
、
：
：
：
学
問
あ
る
丈
け
分
り
で
あ
る
」
と
い
う
祖
母
の
讃
辞
を
導
い
て
も
い
る
。

成
田
龍
一
は
「
「
故
郷
」
と
い
う
物
語

で
こ
の
一
節
に
触
れ
、
「
東
京
へ
の
批
判
を
お

都
市
空
間
の
歴
史
学
』
（
平
日
・7
、
吉
川
弘
文
館
）

こ
な
え
ば
お
こ
な
う
ほ
ど

で
あ
る
こ
と
を
一
不
し
、
『
故
郷
』
を
『
称
賛
』
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
村
人
の
実
感
か
ら
は
隔

「
我
』
は
『
都
人
」

た
っ
て
し
ま
う
。
『
国
家
人
』
で
あ
る
こ
と
が
足
り
な
い
の
で
は
な
く
、
村
人
は
、

『
我
』
に
『
都
人
』
と
し
て
の
役
割
を
期
待
し
て
お
り

(435) 
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そ
の

『
我
』
が
『
田
家
人
』
を
装
う
と
し
て
い
る
こ
と
に

い
ら
だ
ち
を
み
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。
」
と
意
味
づ
け
て
い
る
が
、
事
実
は
こ

れ
と
微
妙
に
異
な
る
だ
ろ
う
。
「
我
」
の
都
会
批
判
と
故
郷
讃
美
は
、
「
卿
の
如
く
話
き
る
れ
は
、
誰
か
分
ら
ぬ
と
云
ふ
こ
と
な
く
、
州
深
き

吾
等
の
耳
に
も
、
仲
間
の
話
の
如
く
に
聞
ゆ
」
と
い
う
新
家
の
主
人
の
言
葉
が
示
す
よ
う
に
、

む
し
ろ
好
感
と
敬
意
と
を
も
っ
て
受
け
取
ら

れ
、
都
人
を
前
に
す
る
村
人
た
ち
の
「
圭
角
」
を
和
ら
げ
る
の
に
十
分
な
機
能
を
果
た
し
て
い
た
。
と
す
れ
ば
、
村
人
が
「
我
」
に
託
す

「
都
人
」
と
し
て
の
期
待
に
、そ
れ
は
み
ご
と
に
即
応
し
て
い
た
と
み
る
べ
き
だ
ろ
う
。
そ
の
上
で
む
し
ろ
重
要
な
の
は
、
「
我
」

の
都
会
批

判
が
、
何
よ
り
も
、
そ
れ
を
語
り
得
る
唯
一
の
存
在
と
し
て
の
特
権
の
上
に
語
ら
れ
て
い
た
と
い
う
点
で
あ
る
。
「
村
語
を
混
せ
っ
、
」
語

ら
れ
た
徹
底
的
な
都
会
否
定
は
、
村
人
と
の
落
差
を
あ
く
ま
で
維
持
し
つ
つ
、
同
時
に
村
人
の
側
に
寄
り
添
う
こ
と
を
可
能
に
す
る
唯
一
の

立
脚
点
と
し
て
選
択
さ
れ
て
い
た
。

い
い
か
え
れ
ば
、
都
会
否
定
は
、
「
都
人
」
と
し
て
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
逆
説
的
に
保
証
し
つ
つ
、

他
方
で
故
郷
を
ユ
ー
ト
ピ
ア
化
す
る
た
め
の
両
面
鏡
と
し
て
機
能
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

都
市
と
故
郷
の
双
方
に
対
す
る
表
象
の
恋
意
性
は

一
方
で
、
自
己
に
対
し
て
も
向
け
ら
れ
て
い
る
。

た
と
え
ば
「
宮
野
の
叔
父
」

に
対
し
て
「
我
」
は
都
会
人
の
他
力
本
願
の
様
を
否
定
的
に
語
っ
た
の
ち
、
次
の
よ
う
に
答
え
て
い
る
。

我
に
君
な
し
僕
な
し
。
我
唯
一
個
自
由
の
民
、
宛
が
ら
沙
場
の
一
小
粒
に
似
た
り
。
然
れ
ど
も
我
確
か
に
信
ず
、

た
と
ひ
吾
名
は
一
個

と
な
る
に
足
ら
ざ
る
も
、
五
日
事
業
は
一
個
の
事
業
な
る
こ
と
を
。
（
第
六

「
事
業
」
と
い
う
語
に
は
民
友
社
特
有
の
「
事
業
」
観
の
反
映
が
読
み
と
ら
れ
る
が
、こ
こ
に
示
き
れ
る
「
一
個
自
由
の
民
」
と
し
て
の

自
己
像
を
支
え
る
近
代
個
人
主
義
は
、
否
定
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
し
て
の
近
代
都
市
東
京
を
支
え
る
文
化
と
は
位
相
を
異
に
す
る
も
の
と
し

て
措
定
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
。

と
す
れ
ば
、
先
に
「
智
慧
の
果
」
や
「
逆
櫓
」

の
メ
タ
フ
ァ
l

で
語
ら
れ
て
い
た
〈
近
代
〉

お
よ
び
〈
近
代
的
知
〉
の
不
可
逆
性
へ
の
視
線
は
、
少
な
く
と
も
「
一
個
自
由
の
民
」
と
し
て
の
自
己
像
に
は
及
ん
で
い
な
い
と
み
て
よ

σ3 
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い
。
宮
野
の
「
恋
人
」
の
も
と
を
訪
れ
る
際
の
通
過
点
た
る
「
七
曲
」
の
「
幽
霊
場
」
で
の
左
の
よ
う
な
自
己
認
識
を
保
証
し
て
い
た
の

は
、
む
し
ろ
自
己
内
部
で
の
そ
う
し
た
断
絶
で
あ
っ
た
と
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
。

今
日
の
我
は
昔
の
我
に
非
す
今
は
血
気
の
壮
年
な
り
。
（
中
略
）
亡
魂
に
疎
き
理
学
を
修
め
、
文
明
国
の
信
仰
を
銘
し
、
新
た
に
凱
歌

を
歌
ひ
て
帰
り
、
故
郷
の
快
楽
愛
の
望
に
充
さ
れ
っ
、
、
満
眼
の
視
線
天
下
を
小
に
す
る
意
気
を
以
て
、
此
の
小
径
を
過
く
る
に
当

り
、
何
物
か
亦
我
を
盛
惑
す
べ
き
。
（
中
略
）
我
は
人
な
き
里
の
英
雄
の
如
く
、
長
き
七
曲
を
短
か
く
過
ぎ
て
、
得
々
と
し
て
宮
野
村

の
境
に
入
れ
り
。
（
第
四

「
我
」
の
ヒ
ロ
イ
ズ
ム
と
「
凱
歌
」
の
勝
利
感
を
支
え
て
い
る
の
は
、
上
京
後
の
経
験
と
、
近
代
科
学
と
、

キ
リ
ス
ト
教
で
あ
る
。
こ
と

に
「
理
学
」
に
代
表
き
れ
る
近
代
的
な
知
は
、
維
新
以
後
の
価
値
観
を
根
底
か
ら
変
え
た
も
の
と
し
て
、
戚
宜
村
の
急
激
な
変
貌
の
主
要
因

と
位
置
づ
け
ら
れ
て
も
い
る
。

か
つ
て
そ
の
権
力
に
よ
っ
て
畏
れ
ら
れ
て
い
た
武
士
階
級
が
急
速
に
没
落
し
た
際
、

父
は
「
我
」
に
向
か
っ
て
「
今
は
維
新
の
時
世
と

て
、
高
位
高
官
智
慧
を
以
て
取
る
べ
き
こ
と
」
を
語
り
、
「
我
」
は
こ
れ
に
対
し
て
「
農
家
の
子
如
何
に
し
て
切
腹
を
学
ぶ
や
」
と
子
供
ら

さ
ら
に
「
我
」
が
寺
子
屋
か
ら
小
学
校
に
移
る
に
及
ん
で
「
吾
名
刺
と
座
席
と
は
常
に
武
士
の
子
の
上
に
掲
け

し
い
恐
れ
を
示
す
の
だ
が
、

ら
れ
し
如
く
、
吾
尊
敬
も
亦
渠
等
に
倍
し
、
渠
等
も
往
々
五
回
前
に
揖
札
し
て
書
物
の
不
審
を
粛
し
」
（
第
二
一
）
、
こ
れ
に
応
じ
て
家
を
訪
れ
る

武
士
の
視
線
も
次
第
に
低
く
、
態
度
も
漸
く
軟
ら
い
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。

武
威
に
代
わ
る
新
た
な
権
威
と
し
て
〈
知
〉
が
浮
上
す
る
構
造
を
鮮
明
に
跡
づ
け
て
い
る
一
節
だ
が
、
注
目
さ
れ
る
の
は
、
〈
武
〉
か
ら

〈
知
〉
へ
の
変
容
が
、
そ
の
ま
ま
武
士
と
農
民
と
の
階
級
的
関
係
の
変
容
に
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
「
彼
等
（
筆
者
注
｜
士
族
）

の
学
問
は
農
暦
に
無
用
な
り
き
」
と
い
う
言
葉
が
典
型
的
に
語
る
よ
う
に
、
士
族
と
農
民
と
の
権
威
の
逆
転
は
、
農
民
の
獲
得
し
た
新
た
な
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〈
知
〉
と
い
う
立
場
か
ら
相
対
化
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

（
叩
）

だ
が
、
『
帰
省
』
本
文
は
、
至
る
所
で
農
民
と
知
と
の
距
離
を
故
郷
理
想
化
の
構
図
と
し
て
語
り
つ
づ
け
て
も
い
た
は
ず
だ
。
し
た
が
っ

て
右
の
一
節
は
自
ら
を
農
民
の
側
に
擬
す
る
こ
と
で
士
族
の
権
威
に
対
す
る
違
和
を
語
っ
て
い
る
と
み
る
べ
き
な
の
だ
が
、
本
文
は
、
こ
の

あ
と
に
つ
づ
け
て
、
福
岡
の
中
学
校
遊
学
時
代
の
体
験
を
こ
う
語
る
こ
と
に
な
る
。

あ
わ
の
く
さ
と
り

我
も
亦
福
岡
よ
り
の
帰
省
と
上
京
の
聞
の
月
日
は
農
夫
な
り
き
。
我
は
猶
ほ
記
す
、
暑
中
に
於
け
る
粟
草
取
、
及
び
寒
中
に
於
け
る

芥
子
植
の
二
事
は
、
実
に
我
が
堪
ゆ
る
所
に
非
ぎ
り
き
。
（
中
略
）
我
が
如
き
学
生
農
夫
は
、
口
ハ
積
雪
、
涯
寒
、
疲
労
、
及
ぴ
他
の
枠

僕
の
指
笑
に
苦
み
た
る
の
み
に
し
て
、

少
し
も
事
業
に
付
与
す
る
所
な
か
り
き
。
（
中
略
）
以
後
我
は
唯
童
よ
り
少
し
長
け
且
つ
貴
き
、

命
令
せ
ざ
る
主
人
、
服
従
せ
ざ
る
従
者
と
し
て
、
散
歩
と
野
前
と
陶
家
の
詩
巻
を
楽
し
み
つ
、
日
を
過
ぎ
た
り
。
（
第
三
）

遊
学
す
る
知
識
人
た
る
「
我
」
は
、
遊
戯
に
等
し
い
農
作
業
の
経
験
の
末
に
労
働
か
ら
離
脱
し
、
散
歩
と
文
学
を
楽
し
む
に
留
ま
る
の
で

あ
る
。
し
か
も
「
陶
家
の
詩
巻
」
は
『
帰
省
』
に
お
い
て
そ
の
ま
ま
故
郷
や
農
民
を
理
想
化
す
る
た
め
の
論
理
的
基
盤
の
役
割
を
担
っ
て
い

た
。
と
す
れ
ば
、

こ
の
直
後
の
一
節
に
お
い
て
、
「
人
世
の
中
心
な
る
都
会
に
出
て
」
「
翻
然
と
し
て
前
日
の
非
を
悔
」
い
た
上
に
語
ら
れ
る

こ
と
に
な
る
「
人
の
子
の
裡
、
最
も
地
よ
り
養
ふ
も
の
」
と
し
て
神
か
ら
祝
福
さ
れ
る
べ
き
農
夫
の
理
想
像
が
、
明
ら
か
に
身
体
的
な
労
苦

と
い
う
現
実
を
捨
象
し
た
と
こ
ろ
に
創
り
上
げ
ら
れ
た
幻
像
で
あ
る
こ
と
を
、
先
の
一
節
は
自
ら
鮮
明
に
披
涯
し
て
い
た
と
い
う
べ
き
だ
ろ

フ

こ
の
観
点
か
ら
遡
っ
て
と
ら
え
返
し
た
と
き
、
「
第
四

吾
家
」
に
描
き
出
さ
れ
る
家
族
や
親
族
の
群
像
が

い
ず
れ
も
農
民
と
無
縁
で

あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
「
其
生
活
は
安
き
一
場
の
夢
の
如
く
、
渠
等
の
生
命
は
平
和
の
日
と
平
和
の
夜
と
の
長
連
鎖
な
る
を
」
（
第
二
一
）
と
理

想
化
き
れ
る
故
郷
の
生
活
と
は
異
な
る
地
平
で
、

む
し
ろ
生
の
現
実
と
悲
惨
を
リ
ア
ル
に
示
し
て
い
る
こ
と
に
改
め
て
気
づ
か
さ
れ
る
。

-53-

イ〉

(432) 



ま
り
、

『
帰
省
』
の
描
き
出
す
故
郷
の
中
心
た
る
「
五
日
家
」
は
、
実
は
〈
ユ
ー
ト
ピ
ア
と
し
て
の
故
郷
〉
と
い
う
概
念
か
ら
み
ご
と
に
排
除

さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

「
五
日
家
」の中
心
に
位
置
す
る
亡
父
に
つ
い
て
『
帰
省
』は
こ
う
記
述
し
て
い
る
。

五
日
父
は
一
た
び
落
ち
た
る
祖
先
の
世
よ
り
一
代
に
富
を
挙
げ
、
吾
郷
に
於
る
上
流
の
地
主
、
五
口
系
図
の
中
興
の
君
主
、
五
男
二
女
あ

る
大
家
族
の
祖
と
な
り
し
な
り
。
渠
は
此
等
の
大
業
を
遂
げ
て
疲
れ
、
幸
運
な
る
世
の
変
遷
よ
り
博
取
す
べ
き
名
誉
、
尊
称
、
特
権
、

職
業
、
凡
て
其
子
に
譲
り
て
老
い
た
り
。
（
第
四

「
上
流
の
地
主
」
と
し
て
家
系
図
の
「
中
興
の
君
主
」
た
る
亡
父
像
は
、
富
や
名
誉
や
権
力
と
の
つ
な
が
り
か
ら
い
っ
て
も
、
神
か
ら
祝

福
さ
れ
る
べ
き
農
夫
像
と
は
最
も
縁
遠
い
存
在
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
「
我
」
に
と
っ
て
の
農
事
と
の
距
離
も
ま
た
豪
農
地
主
の
子
息
と

し
て
の
距
離
の
反
映
だ
っ
た
は
ず
だ
が
、

亡
父
と
の
聞
に
な
お
差
異
が
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、

そ
れ
は
、
近
代
教
育
と
い
う
知
的
な
距
離
が
、

農
民
と
の
聞
の
決
定
的
な
要
因
と
し
て
付
加
さ
れ
た
こ
と
だ
っ
た
ろ
う
。

四

「
府
弟
三

ま
れ

吾
郷
」
に
お
い
て
一
不
き
れ
る
理
想
的
な
「
農
夫
」
像
は
、
「
人
巧
少
な
る
処
に
、
転
た
神
意
の
顕
は
る
、
こ
と
を
認
め
ぬ
。
」
と

い
う
語
と
と
も
に
最
も
自
然
に
近
い
存
在
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
一
方
で
、
知
と
の
距
離
に
お
い
て
次
の
よ
う
に
理
想
化
さ
れ
て
い
る
。

去
れ
ば
渠
等
は
、
国
民
と
し
て
は
最
も
無
識
の
国
民
な
る
も
、

人
間
と
し
て
は
最
も
有
道
の
人
間
な
り
。

（
中
略
）
学
ば
ざ
れ
ば
忘
れ

も
せ
ぬ
、
生
れ
な
が
ら
の
性
な
れ
ば
、
宛
が
ら
無
心
の
小
児
の
如
く
、

喜
ぶ
時
に
笑
ひ
、
悲
し
き
時
に
泣
き
、
他
人
の
憂
苦
と
快
楽
と

に
於
て
、
自
家
の
事
故
の
如
く
落
涙
も
し
、
歓
喜
も
す
る
な
り
。
野
歌
の
外
に
詩
を
識
ら
ざ
る
も
、
渠
等
は
其
身
を
自
然
の
詩
句
と
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し
、
絵
馬
の
外
に
絵
を
解
せ
ざ
る
も
、
渠
等
の
足
は
自
然
の
画
図
を
歩
け
る
な
り
。
又
敢
て
世
に
求
め
ざ
れ
ど
も
却
て
世
よ
り
は
求
め

ら
る
、
道
を
失
ひ
し
旅
人
、
浮
世
を
嘆
つ
世
棄
人
、
智
識
の
駈
場
、
名
誉
の
戦
場
の
落
武
者
等
が
来
り
て
安
息
を
求
む
る
毎
に
、
渠
等

は
常
に
武
士
を
憐
み
た
る
其
手
を
投
げ
た
り
。

近
代
国
家
の
国
民
と
し
て
期
待
さ
れ
る
有
用
性
に
お
い
て
は
「
無
識
」
ゆ
え
に
意
味
を
な
さ
な
い
「
農
夫
」
た
ち
は
、
し
か
し
人
間
と
し

て
は
よ
り
道
徳
的
だ
と
い
う
の
だ
が
、
そ
れ
を
前
提
に
「
渠
等
」
が
受
け
入
れ
る
「
智
識
の
駈
場
、
名
誉
の
戦
場
の
落
武
者
」
が
、

と
り
も

な
お
さ
ず
「
我
」
の
自
己
意
識
で
も
あ
る
こ
と
は
見
や
す
い
構
図
だ
ろ
う
。
北
村
透
谷
「
厭
世
詩
家
と
女
性
」
（
明
お
・
2
）
に
お
い
て
、

「
想
世
界
の
敗
将
を
し
て
立
龍
ら
し
む
る
牙
城
」
と
し
て
「
恋
愛
」
を
想
定
す
る
周
知
の
構
図
を
そ
れ
は
連
想
さ
せ
る
が
、
し
か
し
、
こ
こ

に
あ
る
の
は
、

自
己
と
「
農
夫
」
と
の
聞
に
〈
知
〉
に
お
け
る
決
定
的
な
落
差
を
認
め
、
両
者
の
問
に
境
界
線
を
自
ら
引
き
な
が
ら
、

か
つ
境
界
の
彼
方
に
投
げ
か
け
ら
れ
る
憧
慢
の
視
線
で
あ
る
。
境
界
は
〈
楽
園
〉
を
創
出
す
る
た
め
に
不
可
欠
な
差
異
化
の
装
置
で
あ
り
、

か
っ
そ
の
視
線
の
彼
方
に
あ
る
べ
き
も
の
は
、
〈
楽
園
〉
と
し
て
の
安
逸
の
た
め
に
、

つ
ね
に
下
位
レ
ベ
ル
の
対
象
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

「
無
識
」
が
無
媒
介
的
に
「
自
然
」
に
結
び
合
わ
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
無
心
の
小
児
」
の
如
き
純
粋
き
が
楽
園
の
イ
メ
ー
ジ
と
と
も
に

生
み
出
す
〈
聖
性
〉
は
、
し
か
し
決
し
て
拝
脆
の
構
図
を
伴
う
こ
と
は
な
い
の
で
あ
る
。

「
当
時
我
は
此
村
を
桃
花
源
と
呼
び
、
其
家
を
五
柳
居
と
称
へ
た
り
」
と
し
て
陶
淵
明
の
詩
的
世
界
に
擬
し
て
理
想
化
さ
れ
る
佐
田
村
の

中
で
も
、
「
我
」
の
視
線
は
、と
り
わ
け
母
方
の
叔
父
に
焦
点
化
さ
れ
て
い
る
。

鳴
呼
叔
父
、
親
愛
な
る
吾
母
の
弟
よ
。
我
は
公
言
す
、
彼
は
実
に
目
に
一
丁
字
な
き
人
な
り
、
此
山
中
の
代
表
の
民
な
り
。
渠
は
奥
家

の
一
支
な
る
に
も
拘
ら
ず
、
亦
其
亡
父
の
習
字
師
な
り
し
に
も
拘
ら
ず
、
学
齢
に
於
け
る
病
気
の
為
に
今
日
ま
で
仮
名
を
も
読
み
得
ぎ

お
や
い
し

る
な
り
。
渠
は
其
手
の
無
筆
な
る
が
知
く
、
其
心
に
も
亦
智
識
の
首
石
な
る
差
別
の
思
想
を
有
つ
こ
と
な
し
。
（
中
略
）
恰
々
た
る
渠 な

お
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の
容
貌
は
、
宛
も
胎
内
よ
り
彫
ら
れ
し
者
の
如
く
、

凡
て
の
声
の
其
村
と
其
身
に
懸
ら
ざ
る
聞
は
、
我
思
ふ
其
平
易
な
る
心
底
と
、
快

楽
な
る
眉
目
を
変
ふ
る
能
は
ざ
る
べ
し
。
親
愛
な
る
五
口
叔
父
よ
、
我
は
吾
生
涯
の
裡
に
、
目
に
一
丁
字
な
き
人
の
安
心
と
快
楽
を
吾
叔

父
の
顔
に
見
し
な
り
。
（
第
七

さ
ら
に
「
三
千
世
界
の
宝
と
い
ふ
文
字
」
な
き
が
た
め
に
不
自
由
を
感
じ
る
こ
と
も
な
い
叔
父
の
姿
に
「
無
識
者
の
生
活
の
智
識
者
の
生

活
よ
り
も
幸
福
な
る
こ
と
を
観
し
た
り
。
」
と
し
て
、
話
柄
は
次
の
よ
う
に
一
般
化
・
抽
象
化
さ
れ
る
。

蓋
し
世
は
字
を
学
ぴ
て
智
識
に
入
り
、
知
日
識
よ
り
空
望
に
入
り
、
空
望
よ
り
失
望
に
入
り
、
失
望
よ
り
不
平
憂
愁
の
門
戸
に
迷
ふ
。
吾

人
若
し
字
を
知
ら
ず
ば
学
者
た
る
の
望
な
く
、
字
を
解
か
ざ
れ
ば
智
者
た
る
の
慾
な
か
る
べ
し
、
五
口
人
誤
り
て
智
慧
を
以
て
幸
福
の

権
衡
と
し
、
智
識
を
以
て
快
楽
の
標
準
と
せ
り
。
然
れ
ど
も
吾
観
る
処
を
以
て
す
れ
ば
、
智
慧
智
識
の
探
究
も
、
亦
是
れ
金
銭
の
穿
撃

の
如
く

一
個
の
俗
情
に
過
ぎ
ざ
る
な
り
。

「
智
者
と
富
者
と
異
類
に
し
て
同
帰
な
る
」
と
い
う
語
が
直
後
に
あ
る
よ
う
に
、
近
代
資
本
主
義
の
背
後
に
知
の
構
造
を
読
み
と
っ
て
い

る
点
で
注
目
す
べ
き
一
節
だ
が
、
何
よ
り
も
、

リ
テ
ラ
シ
ー
を
も
た
な
い
叔
父
と
の
知
の
落
差
を
前
提
に
し
て
、
「
病
気
」
の
結
果
と
し
て

の
無
筆
に
無
垢
な
る
純
粋
性
を
見
出
す
視
線
は
、
叔
父
に
対
す
る
思
い
が
切
実
で
あ
れ
ば
あ
る
だ
け
権
力
的
で
あ
る
と
い
う
背
理
の
う
ち
に

あ
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
「
七
曲
」
の
幽
霊
場
に
「
理
学
を
修
め
」
た
こ
と
を
誇
り
、
武
威
に
代
わ
る
権
威
と
し
て
の
知
に
新
た
な
価

値
を
見
出
し
た
「
我
」
に
と
っ
て
、
「
渠
等
（
筆
者
注l
智
者
）

の
智
慧
を
辱
し
む
る
も
の
は
、
山
一
旦
に
吾
叔
父
の
無
智
に
非
ず
や
」
（
第
七
）

と
い
う
言
葉
は
自
ら
を
相
対
化
す
る
も
の
と
し
て
痛
切
に
響
く
こ
と
は
な
か
っ
た
は
ず
だ
。

故
郷
を
ユ
ー
ト
ピ
ア
化
し
、
農
夫
を
理
想
化
す
る
視
線
と
は
、
〈
知
〉
に
お
け
る
落
差
を
前
提
に
し
て
対
極
に
想
定
さ
れ
る
下
位
レ
ベ
ル

の
対
象
に
〈
知
〉
と
は
異
質
な
〈
聖
〉
な
る
価
値
を
措
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
〈
知
〉
の
領
域
に
生
き
る
べ
き
自
己
の
立
脚
点
を
逆
説
的

(429) 56-



に
確
保
す
る
た
め
の
手
続
き
に
他
な
ら
な
い
。

そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
「
唯
是
一
村
無
邪
気
の
民
な
り
」
と
い
う
ユ
ー
ト
ピ
ア
と
し
て
の
〈
故

郷
〉
も
、
神
に
祝
福
さ
れ
る
べ
く
理
想
化
さ
れ
た
〈
農
夫
〉
も
、

現
実
の
故
郷
や
農
夫
と
は
無
縁
な
地
平
で
要
請
さ
れ
た
幻
像
で
あ
り
、

さ
に
「
無
可
有
郷
」
と
し
て
の
非
在
性
に
向
け
て
創
出
さ
れ
た
イ
メ
ー
ジ
だ
っ
た
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
帰
省
直
前
の
「
我
」
が
現
実
の

村
落
の
姿
を
捨
象
し
た
の
も
、
帰
省
後
の
戚
宜
村
の
記
述
の
中
に
理
想
化
さ
れ
た
農
夫
の
姿
が
実
体
を
伴
っ
て
描
か
れ
な
い
の
も
そ
の
た
め

で
あ
り
、

さ
ら
に
い
え
ば
、
当
の
故
郷
の
人
々
に
向
け
て
都
会
批
判
を
繰
り
返
し
語
り
な
が
ら
、

ユ
ー
ト
ピ
ア
と
し
て
の
故
郷
像
が
直
接
語

ら
れ
な
い
の
も
そ
の
た
め
に
他
な
ら
な
い
。

問
題
は
故
郷
が
幻
像
と
し
て
創
出
さ
れ
た
こ
と
に
あ
る
の
で
は
な
い
。

ユ
ー
ト
ピ
ア
と
し
て
の
〈
故
郷
〉
像
や
〈
農
夫
〉
像
が
、
聖
化
と

い
う
名
の
差
異
化
に
よ
っ
て
、
「
都
人
」
と
し
て
の
「
我
」
の
自
己
定
位
に
寄
与
す
べ
き
場
と
し
て
創
出
さ
れ
、

そ
れ
が
現
実
の
故
郷
と
そ

こ
に
生
き
る
人
々
に
無
媒
介
的
に
投
影
さ
れ
た
と
い
う
点
に
こ
そ
、

そ
れ
は
見
出
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

し
か
も
一
層
逆
説
的
で
あ
っ
た
の
は
、
故
郷
と
の
聞
に
越
え
が
た
い
境
界
を
設
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

は
じ
め
て
「
我
」
は
〈
故
郷
〉

と
の
間
に
紐
帯
を
結
ぶ
こ
と
が
可
能
に
な
っ
た
と
い
う
点
で
あ
る
。
「
智
慧
の
果
」
を
口
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
故
郷
の
内
部
に
「
故
郷
の

我
と
し
て
」
再
び
立
ち
戻
る
こ
と
が
あ
り
得
ぬ
こ
と
を
自
覚
し
た
近
代
知
識
人
に
と
っ
て
、
排
除
と
断
絶
を
前
提
と
し
て
創
出
さ
れ
た
抽
象

的
な
〈
楽
園
〉
は

一
方
で
、
自
己
の
存
在
の
起
源
を
仮
託
し
得
る
場
所
と
し
て
の
意
味
を
新
た
に
獲
得
す
る
。
〈
楽
園
〉
と
は
、
自
ら
が

そ
こ
か
ら
逸
脱
し
て
き
た
領
域
と
し
て
知
的
に
創
出
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
自
ら
の
存
在
を
そ
こ
に
結
び
つ
け
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
ト

l

ト
ロ
ジ
カ
ル
な
領
域
な
の
で
あ
る
。
陶
淵
明
や
キ
リ
ス
ト
教
が
媒
介
と
し
て
要
請
さ
れ
た
理
由
も
そ
こ
に
あ
る
。

想
定
さ
れ
る
〈
故
郷
〉

の
イ
メ
ー
ジ
の
根
源
的
な
領
域
に
お
い
て
確
認
さ
れ
た
「
太
古
」
や
「
神
」
と
の
「
連
鎖
」
の
認
識
は
、

そ
の
意

味
で
、
生
地
と
し
て
の
故
郷
と
の
決
定
的
な
離
別
の
た
め
に
必
要
な
境
界
儀
礼
で
も
あ
っ
た
は
ず
で
あ
り
、
そ
の
境
界
を
通
過
す
る
こ
と
に 宇

品
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よ
っ
て
、

は
じ
め
て
「
我
」
は
真
に
近
代
的
な
「
都
人
」
と
し
て
の
自
己
定
位
を
完
了
す
る
の
で
あ
る
。
『
帰
省
」
に
お
い
て
異
界
訪
問
謂

の
二
重
構
造
が
必
要
で
あ
っ
た
所
以
で
あ
る
。

こ
の
意
味
に
お
い
て
一
個
の

説

の
語
り
が
設
定
さ
れ
て
い
た
の
は
そ
う
し
た
地
平
だ
っ
た
は
ず
で
あ

に
は
か
な
ら
ぬ

『
帰
省
』

り
、
そ
の
語
り
を
通
じ
て

『
帰
省
』
と
い
う
テ
ク
ス
ト
が
享
受
さ
れ
る
場
と
は
、
ま
さ
に
「
三
千
世
界
の
宝
と
い
ふ
文
字
」
を
共
有
す
る
知

識
人
た
ち
以
外
で
は
な
か
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
「
目
に
一
丁
字
な
き
」
「
五
口
叔
父
」
を
「
此
山
中
の
代
表
の
民
」
と
す
る
故
郷
を
逢
か
に
差

（
中
略
）
吾
筆
の
産
物
を
嘉
す
る

異
化
す
る
視
線
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
成
立
し
得
る
風
景
と
し
て

で
あ
る
。
「
神
我
を
棄
つ
る
こ
と
な
く

耳
目
を
与
へ
し
は
、
如
何
許
吾
幸
な
り
し
よ
。
」
（
第
二
と
い
う
在
京
時
の
感
慨
は
む
し
ろ
そ
の
こ
と
を
先
取
り
し
て
い
た
と
い
っ
て
も
よ

し、

『
帰
省
』
が
同
時
代
の
遊
学
書
生
に
こ
ぞ
っ
て
読
ま
れ
た
の
は
、

で
柳
田
国
男
が
回
想
す
る

『
故
郷
七
十
年
』
（
昭0
・
3

、
朝
日
選
書
版
）

よ
う
に
、
「
帰
省
と
い
う
思
想
は
、
あ
の
時
代
の
ご
く
あ
り
ふ
れ
た
、
若
い
者
の
誰
も
が
も
っ
て
い
る
感
覚
で
、
も
っ
て
い
な
い
者
は
な
い

と
い
っ
て
よ
い
く
ら
い
で
あ
っ
た
。

そ
の
こ
ろ
の
読
者
は
み
な
学
生
で
、

み
な
こ
の

し
か
も
遠
く
遊
学
し
て
い
る
者
が
多
い
の
で
、

省
』
を
読
ん
で
共
感
し
た
の
で
あ
る
。
」
と
い
う
「
あ
り
ふ
れ
た
」
普
遍
性
の
た
め
ば
か
り
で
は
な
く
、

一
層
根
源
的
・
本
質
的
な
地
平
で

同
時
代
知
識
人
青
年
た
ち
の
精
神
風
景
を
映
し
出
し
て
い
た
か
ら
に
ち
が
い
な
い
。

「
帰
省
』
の
〈
故
郷
〉
像
は
、
し
か
し
、
単
に
一
個
の
作
家
の
内
的
風
景
の
問
題
に
も
、
同
時
代
知
識
人
一
般
の
精
神
風
景
の
問
題
に
も

と
ど
ま
ら
な
い
。

お
そ
ら
く
そ
こ
に
は
、
近
代
と
い
う
時
代
が
そ
の
本
質
に
お
い
て
抱
え
込
む
こ
と
に
な
っ
た
視
線
の
問
題
が
重
く
横
た
わ

っ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
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故
郷
か
ら
の
離
別
の
日
、
「
我
」
は
幼
弟
に
向
か
っ
て
こ
う
語
り
か
け
る
。
｜
｜
「
勉
め
て
学
問
に
進
み
、又
遇
ふ
時
は
是
等
の
書
冊
を

読
得
る
程
、
上
達
し
て
居
き
る
べ
か
ら
ず
。
其
時
に
は
我
は
必
ず
卿
を
東
京
に
迎
ふ
べ
し
、
」
「
弟
よ
今
別
る
べ
し
、
勉
強
し
て
都
に
登
る
時

を
待
つ
べ
し
」
（
第
九
）と

そ
し
て
、
故
郷
を
発
つ
「
我
」
を
、
母
は
「
悌
の
笑
顔
」
を
も
っ
て
次
の
よ
う
な
言
葉
と
と
も
に
送
り
出
す
。
｜
｜
「
卿
は
愛
相
も
な
く

生
活
難
き
都
に
於
て

一
家
の
先
祖
と
こ
そ
な
れ
ば
、
今
後
受
く
べ
き
困
難
の
程
も
思
ひ
や
ら
れ
ぬ
。
去
れ
ど
卿
か
父
も
労
し
て
中
興
の
祖

と
な
り
た
れ
ば
、
卿
も
勤
め
て
労
せ
よ
。
」
「
漸
く
肥
え
た
る
其
顔
の
、
復
た
見
る
影
も
な
く
磨
す
べ
き
乎
。
去
れ
ど
進
め
、
母
も
卿
の
出
世

を
祷
れ
ば
」
（
同
前
）

都
に
お
い
て
「
一
家
の
先
祖
」
た
る
べ
き
原
点
に
立
つ
「
都
人
」
と
し
て
、
「
我
」
は
ま
さ
に
〈
知
〉
を
前
提
と
す
る
世
界
に
向
け
て
、

こ
の
と
き
真
に
「
郷
関
」
を
出
る
の
で
あ
る
。

、
迂

(1
) 

(2
) 

(3
) 

(4
) 

(5
) 

(6
) 

「
浪
漫
主
義
文
学
の
誕
生
』
（
昭
お
・1
、
明
治
書
院
）

『
宮
崎
湖
処
子
・
国
木
田
独
歩
の
詩
と
小
説
』
（
平5

・
6

、
和
泉
書
院
）

「
明
治
二
三
年
の
桃
源
郷l
柳
田
国
男
と
宮
崎
湖
処
子
の
『
帰
省
』
」
（
『
へ
る
め
す
』
昭ω
・
6
、

2

・
4

、
筑
摩
書
房
〕
に
収
録
）

『
帰
省
』
再
版
本
文
は
「
斯
か
〉
る
」
だ
が
、
誤
植
と
し
て
改
め
た
。

『
帰
省
』
再
版
本
文
の
「
挨
田
」
に
ル
ビ
は
な
い
が
、
私
に
補
っ
た
。

『
甘
木
市
史
』
下
巻
（
甘
木
市
史
編
き
ん
委
員
会
編
、
昭
日
・
叩
）
に
は
「
生
糸
は
貿
易
品
の
な
か
で
も
最
も
重
要
な
輸
出
品
で
あ
っ
た
た

め
、
各
地
で
養
蚕
業
、
製
糸
業
が
注
目
さ
れ
た
。
当
地
方
で
初
め
て
こ
れ
に
着
目
し
、
新
し
い
蚕
児
飼
育
法
や
製
糸
技
術
を
導
入
し
て
殖
産

σ3 

ち

『
前
回
愛
著
作
集
』
第
六
巻
〔
平
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(7
) 

(8
) 

に
力
を
入
れ
た
の
は
安
部
庄
作
を
中
心
と
す
る
三
奈
木
在
住
の
士
族
で
あ
っ
た
。

を
求
め
、
同
志
で
分
け
て
栽
植
し
た
。
」
と
い
う
記
述
が
あ
る
。

注
（
3

）
参
照
。

後
述
す
る
ラ
ス
・
カ
サ
ス
の
要
約
に
な
る
『
コ
ロ
ン
ブ
ス
航
海
誌
』
（
林
屋
永
吉
訳
、
昭
臼
・

9

、
岩
波
文
庫
）
に
よ
れ
ば
、
コ
ロ
ン
ブ
ス

ら
一
行
は
、
一
四
九
二
年
九
月
六
日
に
カ
ナ
リ
ア
諸
島
の
ゴ
メ
ラ
島
を
出
航
後
、
十
月
十
二
日
に
バ
ハ
マ
諸
島
の
一
島
を
発
見
す
る
ま
で
一

ヶ
月
余
の
問
、
陸
を
発
見
し
て
い
な
い
。
ま
た
そ
の
問
、
度
々
、
雲
を
陸
と
見
誤
っ
て
い
る
。

安
部
光
正
編
・
発
行
『
三
奈
木
村
史
資
料
』
第
三
巻
（
昭
日
・
日
）
所
収
の
「
旧
三
奈
木
村
年
表
」
明
治
七
年
の
項
に
は
つ
二
奈
木
小
学

（
校
長
加
藤
字
）
創
立
、
校
舎
は
札
の
辻
。
生
徒
数
七
十
六
、
内
女
子
八
。
」
と
あ
る
。
同
小
学
校
に
つ
い
て
は
湖
処
子
『
半
生
の
機
悔
」

（
明
日
目
・
刊
、
如
山
堂
）
に
も
記
述
が
あ
る
。

宮
崎
湖
処
子
「
村
落
小
記
」
（
明
M
・
6
1
7

、
『
国
民
新
聞
』
）
中
の
「
上
京
」
に
は
、
勉
学
の
た
め
に
上
京
を
志
し
た
に
も
関
わ
ら
ず
、

そ
の
直
前
に
医
者
の
見
立
て
違
い
の
た
め
に
落
命
し
た
農
民
の
子
の
悲
劇
が
描
か
れ
て
い
る
が
、
こ
こ
に
も
農
民
と
〈
知
〉
と
の
距
離
の
感

覚
は
反
映
し
て
い
る
と
み
ら
れ
る
。

-60-

（
中
略
）

筑
後
地
方
か
ら
桑
首

(425) 

明
治
五
年

（
一
八
七
二
）
、

9 10 

〔
付
記
〕

『
帰
省
』
本
文
の
引
用
は
、
架
蔵
の
再
版
（
明
お
・
7

）
に
よ
っ
た
。
た
だ
し
漢
字
は
新
字
体
に
改
め
た
。

十
一
年
前
に
あ
た
る
一
九
八
八
年
七
月
、
『
帰
省
』
に
関
す
る
調
査
の
た
め
に
宮
崎
湖
処
子
の
生
地
で
あ
る
三
奈
木
（
現
、
福
岡
県
甘
木
市

三
奈
木
町
）
を
訪
れ
、
湖
処
子
の
生
家
（
現
、
古
賀
家
）
、
及
び
佐
田
村
の
豊
島
家
を
訪
問
し
た
。
ま
た
福
岡
県
立
図
書
館
、
及
び
甘
木
市
立

図
書
館
に
は
『
湖
処
子
日
記
』
そ
の
他
の
文
献
の
閲
覧
お
よ
び
資
料
送
付
の
便
宜
を
は
か
っ
て
い
た
だ
い
た
。
し
か
し
そ
の
後
『
帰
省
』
論
は

進
捗
せ
ず
、
ま
た
こ
の
間
に
私
自
身
の
「
帰
省
』
観
自
体
も
変
わ
っ
た
た
め
、
か
つ
て
の
調
査
結
果
を
今
回
の
論
に
反
映
す
る
に
は
至
ら
な
か

っ
た
が
、
調
査
に
応
じ
て
証
言
を
提
供
し
て
い
た
だ
い
た
豊
島
家
の
方
々
、
資
料
に
関
す
る
便
宜
を
は
か
っ
て
い
た
だ
い
た
関
係
機
関
に
対

し
、
遅
れ
ば
せ
な
が
ら
深
謝
の
意
を
申
し
述
べ
た
い
。


