
中
村
地
平
「
土
竜
ど
ん
も
ぽ
っ
く
り
」

ー
「
故
郷
」
回
帰
と
「
南
方
的
文
学
」

号ム
白岡

の
創
出

は
じ
め
に

宮
崎
出
身
の
中
村
地
平
(
一
九

O
八
1
一
九
六
三
)
は
、
戦
前
に
日
本
の
中

央
文
壇
で
活
躍
し
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
現
在
の
日
本
で
は
顧
み
ら
れ
な
く

な
っ
て
い
る
小
説
家
で
あ
る
。
こ
の
た
め
、
中
村
地
平
の
作
品
に
つ
い
て
の
先
行

研
究
は
全
般
に
極
端
に
少
な
い
の
が
現
状
で
あ
る
。
昭
和
十
二
年
の
第
五
回
芥
川

賞
候
補
作
に
挙
げ
ら
れ
た
作
品
、
「
土
竜
ど
ん
も
ぽ
っ
く
り
」
も
例
外
で
は
な
く
、

『
中
村
地
平
全
集
』
に
お
け
る
浅
見
淵
氏
の
解
説
及
び
『
《
南
方
文
学
》
そ
の
光

と
影
』
に
お
け
る
中
村
地
平
論
を
試
み
た
岡
林
稔
氏
の
分
析
以
外
に
、
こ
れ
を
論

じ
た
も
の
は
見
当
た
ら
な
い
。
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か
つ
て
台
北
高
等
学
校
に
入
学
し
、
卒
業
後
、
日
本
内
地
に
帰
っ
た
後
、
中
村

地
平
は
台
湾
に
関
わ
る
作
品
を
続
々
と
発
表
し
た
。
昭
和
十
年
四
月
に
、
地
平
は

台
北
高
等
学
校
時
代
の
知
人
土
方
正
己
の
紹
介
で
、
都
新
聞
社
に
入
社
し
た
。
昭

和
十
一
年
の
夏
、
創
作
に
専
念
す
る
べ
く
、
新
聞
社
退
社
の
こ
と
を
相
談
し
に
帰

省
し
た
。
そ
し
て
、
父
親
や
兄
の
承
諾
を
得
て
帰
京
し
、
九
月
に
退
社
し
た
。
こ

の
事
実
が
示
し
て
い
る
の
は
、
紛
れ
も
な
く
地
平
の
文
学
専
念
の
姿
勢
で
あ
る
。

こ
の
中
、
昭
和
十
二
年
五
月
に
発
表
し
た
「
土
竜
ど
ん
も
ぽ
っ
く
り
」
が
、
地
平

の
職
業
作
家
と
し
て
の
出
発
点
の
一
つ
と
な
る
。
続
い
て
、
昭
和
十
四
年
、
地
平

院

文

雅

は
小
説
取
材
の
た
め
台
湾
各
地
を
旅
行
し
、
そ
の
際
の
体
験
を
元
に
し
た
台
湾
作

品
を
多
く
発
表
し
た
。
さ
ら
に
、
昭
和
十
五
年
九
月
に
、
地
平
は
『
知
性
』
に
発

表
し
た
「
新
し
さ
の
方
向
」
と
題
す
る
随
筆
の
中
で
、
「
南
方
的
文
学
」
の
確
立

の
必
要
性
を
力
説
し
た
。
そ
れ
ゆ
え
か
、
地
平
の
郷
土
に
材
を
と
っ
た
文
学
は
、

従
来
台
湾
に
対
す
る
憧
慣
と
郷
愁
、
す
な
わ
ち
彼
の
「
南
方
憧
慣
」
と
同
一
視
さ

れ
る
傾
向
に
あ
っ
た
。

浅
見
淵
氏
は
『
中
村
地
平
全
集
』
第
一
巻
の
解
説
で
、
中
村
地
平
の
文
学
作

品
を
内
容
的
に
「
台
湾
も
の
」
、
「
野
性
人
も
の
」
、
「
イ
ン
テ
リ
も
の
」
に
分
け
て

い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
「
土
竜
ど
ん
も
ぽ
っ
く
り
」
の
下
敷
き
に
な
っ
た
「
花
子
」

は
「
野
性
人
も
の
の
最
初
の
作
品
で
あ
る
」
と
言
い
、
花
子
の
父
母
と
見
な
さ
れ

る
伝
吉
と
稲
の
出
来
事
を
語
る
と
い
う
形
か
ら
、
こ
の
作
品
を
「
南
方
的
文
学
」

の
「
第
一
号
作
品
」
と
述
べ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
指
摘
の
み
で
、
こ
の
作

品
と
「
南
方
的
文
学
」
と
の
具
体
的
な
関
連
は
検
証
さ
れ
て
い
な
い
。

ま
た
、
河
原
功
氏
の
「
中
村
地
平
・
そ
の
作
品
と
周
辺
」
に
は
、
「
地
平
の
文

学
的
傾
向
は
、
そ
の
作
品
テ
l
マ
か
ら
し
て
南
方
の
風
土
の
中
に
設
定
し
た
も
の
、

つ
ま
り
台
湾
や
郷
里
宮
崎
と
関
わ
り
あ
る
も
の
が
多
く
を
占
め
て
お
り
、
し
か
も
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地
平
の
身
辺
の
出
来
事
を
小
説
化
し
た
作
品
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
っ
た
。
作
家
と
し
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て
の
文
学
的
視
野
の
狭
陸
さ
を
一
面
で
は
覚
え
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
」
と
の
率
直

な
意
見
が
あ
る
。
岡
林
稔
氏
は
こ
の
小
説
の
舞
台
が
「
九
州
山
脈
」
と
「
日
向
の

国
」
で
あ
り
、
す
な
わ
ち
作
者
の
故
郷
の
風
土
で
あ
る
こ
と
に
力
点
を
お
き
、
こ

へ
の
回
帰
性
を
見
出
そ
う
と
し
て
い
る
。
こ
の
岡
林

の
作
品
に
地
平
の
「
郷
土
」

氏
の
見
解
に
は
、
地
平
が
「
日
本
浪
豆
派
」
の
同
人
で
あ
っ
た
こ
と
が
、

そ
の
念

頭
に
あ
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
短
編
小
説
の
初
出
は
悶
和
十
二
年
五
月
発
行
の
『
日
本
浪
畏
派
』
で
あ

っ
た
。
周
知
の
よ
う
に
、
『
日
本
浪
星
派
』
は
保
田
奥
重
郎
が
主
催
し
、
昭
和
十

年
三
月
か
ら
十
三
年
八
月
ま
で
刊
行
さ
れ
た
雑
誌
で
あ
る
。
大
久
保
典
夫
氏
は
、

戦
後
の
「
日
本
浪
畳
派
」
評
価
は
、
「
戦
争
へ
の
迎
合
非
迎
合
だ
け
に
目
安
が
お

か
れ
」
、
「
同
人
の
戦
争
と
の
か
か
わ
り
方
だ
け
が
批
判
の
対
象
に
な
」
っ
た
。
し

か
し
、
「
け
っ
し
て
快
癒
し
な
い
不
幸
の
純
潔
こ
そ
青
春
の
特
権
で
」
あ
り
、
「
彼

等
が
古
典
を
語
っ
た
の
は
、
つ
ま
り
『
不
易
』
を
語
る
こ
と
で
『
流
行
』
を
断
罪

そ
の
底
に
近
代
へ
の
不
信
と
絶
望
と
、
そ
れ
ゆ
え
に
い
や
ま

さ
る
『
故
郷
』
奪
還
の
夢
の
投
影
し
て
い
る
」
と
論
じ
て
い
る
。
岡
林
氏
も
こ
の

点
に
関
し
て
、
大
久
保
氏
の
論
を
援
用
し
、
中
村
地
平
に
つ
い
て
「
『
都
会
』
の

し
た
の
で
あ
っ
て
、

『
近
代
』
に
傷
つ
い
た
無
垢
な
地
方
青
年
の
『
故
郷
』
奪
還
の
運
動
で
あ
っ
た
日

本
浪
皇
派
の
、
こ
の
思
想
が
同
人
と
し
て
も
地
平
の
中
に
通
底
し
て
い
た
の
は
一

つ
の
事
実
と
い
え
よ
う
」
と
論
じ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
作
品
の
舞
台

が
地
平
の
故
郷
に
設
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
も
っ
て
、
地
方
の
風
土
が
こ
の
小
説

の
主
題
だ
と
認
識
さ
れ
る
の
は
い
さ
さ
か
短
絡
的
な
捉
え
方
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。
「
地
平
の
身
辺
の
出
来
事
」
と
は
考
え
に
く
い
ほ
ど
、
主
人
公
伝
吉
の
非
現

実
的
な
野
性
が
存
在
す
る
こ
と
を
見
逃
す
こ
と
が
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。

本
論
は
、
こ
の
作
品
の
登
場
人
物
伝
吉
と
稲
と
の
人
物
造
型
を
分
析
す
る
こ

と
で
、
こ
の
作
品
と
地
平
の
「
南
方
的
文
学
」

へ
の
傾
斜
と
の
関
連
性
を
探
る
と

と
も
に
、
当
時
の
「
日
本
浪
皇
派
」

の
「
故
郷
」
回
帰
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
と
地
平
の

試
み
と
の
聞
の
距
離
を
測
定
し
よ
う
と
す
る
試
み
で
あ
る
。

岡
林
稔
氏
は
、
「
土
竜
ど
ん
も
ぽ
っ
く
り
」
の
人
物
設
定
に
つ
い
て
、
次
の
よ

う
に
論
じ
て
い
る
。

二
人
に
関
し
て
言
え
ば
、
舞
台
は
山
野
だ
け
れ
ど
も
、
稲
が

の
人
問
、
伝
吉
が
「
地
方
型
」
の
人
間
と
し
て
対
置
が
あ
り
、
そ
し
て
そ

こ
に
も
う
一
人
の
登
場
人
物
が
配
せ
ら
れ
る
。
日
雇
い
で
手
伝
い
に
来
て

い
た
若
い
美
青
年
の
「
源
ゃ
ん
」
は
、
伝
吉
が
維
の
卵
を
見
つ
け
て
そ
れ

を
食
べ
よ
う
と
す
る
の
を
押
し
止
ど
め
、
「
三
つ
の
卵
を
食
べ
て
し
ま
へ
ば
、

結
局
、
三
つ
の
卵
は
三
つ
の
卵
ぢ
ゃ
。
こ
れ
を
親
に
育
て
あ
げ
れ
ば
。
一
二

十
が
三
百
で
も
の
卵
を
産
む
道
理
で
は
な
か
か
」
と
、
稲
や
伝
吉
に
知
恵

を
つ
け
る
、
合
理
的
セ
ン
ス
を
身
に
つ
け
る
青
年
で
あ
る
。

「
都
会
型
」

つ，“ro 

す
な
わ
ち
、
氏
は
伝
吉
と
稲
と
を
相
克
す
る
「
山
野
型
」
と
「
都
会
型
」

の

人
間
像
に
分
け
た
う
え
で
、
稲
と
「
合
理
的
セ
ン
ス
」
を
有
す
る
美
青
年
「
源
や

ん
」
と
の
姦
通
を
お
お
ら
か
に
包
む
人
格
を
伝
吉
に
与
え
る
こ
と
で
、
地
平
が
「
地

方
」
を
誼
歌
す
る
、
と
い
う
見
解
を
示
し
て
い
る
。

確
か
に
、
テ
ク
ス
ト
は
、
稲
と
伝
吉
と
を
対
峠
す
る
立
場
に
置
い
て
い
る
。

初
対
面
か
ら
稲
は
、
あ
く
ま
で
も
伝
吉
を
軽
蔑
し
、
伝
吉
と
は
異
質
な
存
在
と
し



て
自
ら
を
位
置
づ
け
よ
う
と
し
て
い
る
。

都
会
人
へ
の
強
い
憧
慣
を
も
っ
て
い
る
稲
は
、
花
婿
が
粗
野
な
山
人
で
あ

っ
た
こ
と
を
嫌
悪
し
た
ば
か
り
で
は
な
い
。
自
分
を
溺
愛
し
、
ど
う
い
う

事
情
が
あ
っ
て
も
自
分
か
ら
離
れ
得
な
い
相
手
で
あ
る
こ
と
を
一
眼
で
見

そ
う
い
う
伝
吉
を
忽
ち
無
意
識
に
軽
蔑
し
始
め
て
も
い
た
の
で

抜
く
と
、

あ
る
。
(
一
三
四
頁
)

伝
吉
は
雄
維
と
雌
鶏
を
交
配
さ
せ
よ
う
と
す
る
が
、
失
敗
に
終
る
。
雄
維
と

雌
鶏
と
い
う
不
釣
合
い
の
取
り
合
わ
せ
は
、
野
性
的
で
あ
る
伝
吉
と
文
明
的
で
あ

る
自
分
と
の
婚
姻
の
ア
レ
ゴ
リ
ー
の
よ
う
に
稲
は
考
え
た
。
し
た
が
っ
て
、
雄
維

と
雌
鶏
の
交
配
が
失
敗
に
終
わ
っ
た
の
を
知
っ
た
稲
は
「
腹
の
底
か
ら
こ
み
あ
げ

て
く
る
お
か
し
さ
に
耐
え
得
な
い
と
い
う
顔
で
、

涙
を
涜
し
な
が
ら
」
大
笑
い
を

し
た
。
稲
は
、
異
質
の
も
の
の
結
合
は
失
敗
す
る
に
決
ま
っ
て
い
る
と
思
っ
て
い

た
し
、
源
ゃ
ん
と
の
こ
と
が
露
見
し
た
時
、
自
身
を
鶏
に
例
え
、
伝
吉
を
維
に
例

わ
し
が
源
ゃ
ん
に
つ
い
て
行
っ
た
ら
、
伝
さ
ん
は
独
り

え
て
い
る
。
「
し
た
が
、
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で
ど
う
な
る
の
じ
ゃ
。
独
り
者
の
維
ど
ん
と
閉
じ
い
身
上
で
は
な
か
か
。
今
が
今

で
も
わ
し
ゃ
雌
鶏
ど
ん
と
同
ん
な
じ
で
、
と
ん
と
伝
さ
ん
を
好
き
に
は
な
れ
ん
が
、

伝
さ
ん
が
維
ど
ん
に
な
れ
ば
、
結
局
、
こ
れ
を
見
る
わ
し
じ
ゃ
と
て
泣
き
の
涙
じ

や
」
と
言
い
、
野
性
的
な
伝
吉
を
軽
蔑
し
な
が
ら
も
心
配
し
て
い
る
さ
ま
を
明
ら

か
に
し
て
い
る
。

閉
鎖
的
な
山
野
に
育
ち
、
現
実
性
の
欠
落
を
感
じ
さ
せ
る
伝
吉
の
世
界
と
、

文
明
性
や
現
実
性
に
満
ち
た
町
娘
、
稲
の
世
界
と
は
、

一
見
、
確
か
に
対
蹴
的
で

あ
る
。
「
幼
い
時
か
ら
卓
れ
て
頭
の
よ
か
っ
た
」
た
め
、

小
学
校
で
「
女
の
身
で

級
長
に
な
っ
た
」
稲
は
、
気
が
強
い
新
女
性
の
一
人
と
も
い
え
、
先
生
の
阻
止
も

聞
か
ず
、
女
の
身
で
頑
張
っ
て
梁
木
を
渡
り
、
自
我
を
表
現
す
る
こ
と
に
よ
っ
て

他
人
か
ら
の
尊
重
と
肯
定
を
獲
得
し
た
。
こ
の
こ
と
も
、
稲
の
自
我
の
強
さ
を
表

現
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

つ
ま
り
、
複
雑
な
人
間
関
係
に
挫
折
せ
ず
、
自
力

更
生
を
図
っ
た
稲
の
少
女
時
代
は
、
「
山
奥
で
、
母
一
人
子
一
人
、
炭
を
焼
い
て

暮
し
て
」
い
た
伝
吉
の
単
純
な
成
長
環
境
と
は
、
異
世
界
と
い
え
る
ほ
ど
、
遥
か

な
距
離
が
あ
っ
た
。

し
か
し
、
異
な
っ
た
成
長
環
境
に
育
っ
た
伝
吉
と
稲
と
が
、
本
当
に
異
質
な

二
人
で
あ
る
か
ど
う
か
に
は
疑
問
を
感
じ
る
。
そ
も
そ
も
田
舎
出
身
の
稲
は
、
豊

後
の
奥
山
に
住
ん
で
い
た
自
然
児
伝
吉
を
拒
否
し
、
野
性
を
軽
震
し
、
限
り
な
く

都
会
文
明
に
強
く
憧
れ
て
い
る
が
、
し
か
し
、
そ
の
強
い
憧
れ
こ
そ
が
、
逆
に
稲

の
都
会
と
の
異
質
性
を
証
言
し
た
と
も
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

。Jro 

田
舎
の
町
と
は
い
え
、
階
級
と
い
う
も
の
が
存
在
す
る
以
上
、
稲
は
早
く
か
ら

弱
肉
強
食
と
い
う
ル

l
ル
を
知
ら
さ
れ
、
社
会
化
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
過
程
で
、

稲
は
徐
々
に
田
舎
の
卑
俗
さ
や
山
の
粗
野
さ
に
嫌
悪
を
感
じ
、
近
代
的
な
文
明
社

会
に
憧
れ
て
い
っ
た
。
「
洋
装
を
し
た
内
務
部
長
の
奥
さ
ん
が
、
西
洋
風
な
乳
母

車
を
お
し
な
が
ら
、
桜
並
木
の
樹
の
下
径
を
歩
い
て
い
る
」
よ
う
な
、
町
の
都
会

的
な
雰
囲
気
に
強
く
憧
れ
、
稲
は
「
町
の
県
庁
の
役
人
、
内
務
部
長
の
官
宅
」
に

「
女
中
奉
公
に
出
る
気
持
に
な
っ
た
」
。
「
毎
朝
瑚
排
を
こ
し
ら
え
て
、
主
人
夫
妻

の
部
屋
に
運
ん
だ
り
、
夜
、
暇
に
な
る
と
古
い
婦
人
雑
誌
を
読
ま
し
て
貰
え
た
り
」

す
る
よ
う
な
、
「
文
化
的
な
生
活
」
は
、
「
向
上
的
な
稲
の
資
質
を
喜
ば
せ
た
」
。
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そ
し
て
、
こ
の
内
務
部
長
の
官
宅
に
女
中
奉
公
に
行
っ
て
い
た
聞
に
、
内
務
部
長

夫
人
の
甥
に
あ
た
る
、
東
京
の
私
立
大
学
を
卒
業
し
た
青
年
に
恋
を
し
た
。
「
給

金
を
貰
っ
て
も
、
殆
ど
自
分
は
手
も
つ
け
ず
に
、
青
年
の
前
に
さ
し
だ
し
た
」
献

身
的
な
稲
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
内
務
部
長
一
家
が
東
京
に
栄
転
し
た
の
を
き
っ
か

け
に
、
青
年
は
「
君
の
よ
う
な
素
朴
な
性
格
の
人
は
、
こ
う
い
う
田
舎
へ
置
い
た

方
が
自
然
で
い
い
ん
だ
よ
」
と
だ
け
言
い
残
し
て
去
っ
た
。

台
所
の
流
し
場
に
た
っ
て
稲
が
な
に
気
な
く
窓
の
外
を
見
て
い
る
と
、
青

年
は
弱
々
し
い
バ
リ
ト
ン
で
、
な
に
か
外
国
の
唄
を
う
た
い
な
が
ら
、
官

舎
の
内
塀
に
副
っ
た
桜
並
木
の
下
を
歩
い
て
い
る
。
上
衣
は
手
に
も
っ
て
、

青
い
シ
ャ
ツ
の
半
袖
か
ら
、
青
年
は
細
く
筆
者
な
腕
を
だ
し
て
い
る
の
だ

が
、
稲
は
駆
け
出
し
て
行
っ
て
、
折
っ
て
し
ま
い
た
い
、
そ
う
い
う
野
性

的
な
衝
動
に
煽
り
た
て
ら
れ
る
こ
と
が
あ
っ
た
。
(
一
三
六
|
一
三
七
頁
)

こ
の
引
用
か
ら
分
か
る
よ
う
に
、
稲
と
青
年
も
ま
た
、
「
野
性
」
と
「
文
明
」

と
い
う
図
式
を
も
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
即
ち
、
強
く
都
会
や
文
化
的
な
も
の
に

憧
れ
て
は
い
て
も
、
稲
は
野
性
味
の
強
い
精
神
の
持
ち
主
で
あ
っ
た
。
「
自
分
の

気
の
向
く
こ
と
に
は
、
ど
こ
ま
で
も
一
途
」
な
稲
は
、
伝
吉
に
と
っ
て
「
抜
け
目

の
な
い
」
悪
賢
い
存
在
で
あ
る
一
方
、
自
身
が
憧
れ
る
文
明
人
と
比
べ
る
と
素
朴

で
パ
カ
な
一
面
も
あ
わ
せ
て
も
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

伝
吉
と
結
婚
し
た
後
も
、
稲
は
相
変
わ
ら
ず
文
明
的
な
資
本
社
会
に
強
く
憧

れ
て
い
た
。
そ
の
せ
い
か
、
山
師
の
職
を
得
た
、
「
の
ろ
く
さ
い
夫
を
駆
使
し
て
」

家
を
建
て
、
山
を
開
墾
し
始
め
る
な
ど
、
安
定
的
な
生
活
が
出
来
る
よ
う
に
な
っ

て
い
た
。
山
へ
住
み
つ
い
て
八
年
目
、
入
手
不
足
の
た
め
に
麓
か
ら
「
源
ゃ
ん
」

と
い
う
若
者
を
雇
う
こ
と
に
な
っ
た
。
し
か
し
、
稲
と
不
倫
す
る
よ
う
に
な
っ
た

源
ゃ
ん
は
、
「
一
緒
に
な
っ
て
町
へ
出
、
洋
食
屋
を
聞
こ
う
」
と
い
う
口
実
で
、

稲
か
ら
洋
食
屋
の
資
金
と
し
て
五
百
円
を
取
っ
た
ま
ま
連
絡
を
絶
っ
た
。

こ
の
よ
う
な
稲
の
恋
愛
経
験
や
、
そ
の
一
途
な
自
己
犠
牲
の
精
神
や
逗
し
さ

は
、
稲
が
伝
吉
と
同
種
の
存
在
で
あ
る
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

過
去
に
文
明
人
、
即
ち
東
京
の
青
年
に
翻
弄
さ
れ
た
こ
と
が
あ
っ
て
も
、
稲
は
懲

り
ず
に
、
源
ゃ
ん
と
関
係
を
結
び
、
伝
吉
と
「
骨
も
身
も
粉
に
し
て
貯
め
た
五
百

の
銭
」
を
源
ゃ
ん
に
送
っ
た
。
源
ゃ
ん
と
の
不
倫
関
係
が
伝
吉
に
疑
わ
れ
た
時
、

稲
は
き
っ
ぱ
り
と
「
花
子
が
源
ゃ
ん
の
種
だ
、
と
い
う
こ
と
も
ほ
ん
と
な
ら
、
貯

金
を
源
ゃ
ん
に
送
っ
た
の
も
嘘
で
は
な
か
」
と
認
め
た
。
そ
し
て
、
「
好
き
な
男

と
一
緒
な
ら
、
わ
し
ゃ
裸
に
な
っ
て
も
厭
や
せ
ん
。
わ
し
ゃ
、
そ
う
い
う
女
子
な

の
じ
ゃ
」
と
堂
々
と
言
い
放
っ
て
い
る
。
稲
は
、
伝
吉
と
同
様
、
世
間
の
一
般
常

識
に
拘
束
さ
れ
な
い
と
い
う
意
味
で
は
、
「
素
朴
な
性
格
」
を
有
し
て
い
た
。
作

中
に
は
、
「
花
子
を
産
ん
だ
翌
々
日
に
は
、
も
う
産
祷
の
床
を
這
い
出
し
て
、
伝

-64一

吉
と
一
緒
に
畑
へ
出
、
除
草
を
し
て
」
働
く
よ
う
な
稲
の
遅
し
さ
が
描
か
れ
て
い

る
。
「
存
分
に
山
気
を
吸
っ
た
稲
の
体
が
ま
す
ま
す
健
康
に
な
り
、
野
性
的
精
神

を
逗
し
く
成
長
さ
せ
て
行
っ
た
過
程
に
似
て
い
た
」
と
い
う
一
文
に
よ
っ
て
も
、

稲
も
伝
吉
と
同
様
、
野
性
的
精
神
の
持
ち
主
で
あ
る
。

稲
は
自
分
に
野
性
的
な
部
分
が
内
在
し
て
い
る
こ
と
を
自
覚
し
て
い
な
い
が
、

他
の
「
都
会
」
的
な
人
物
に
比
べ
れ
ば
、
伝
吉
に
よ
り
近
い
位
置
に
い
る
と
考
え

ら
れ
る
。
そ
も
そ
も
稲
の
文
明
世
界
へ
の
憧
慣
は
、
裏
を
返
せ
ば
稲
が
非
文
明
的

な
存
在
で
あ
る
か
ら
こ
そ
生
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。
稲
の
憧
憶
は
「
向
こ
う
側
の

世
界
」

へ
の
希
求
に
起
因
し
て
い
る
わ
け
で
、
稲
は
実
は
野
性
世
界
に
属
す
る
女

な
の
で
あ
る
。
要
す
る
に
、
伝
吉
に
比
べ
れ
ば
文
明
寄
り
の
社
会
で
育
て
ら
れ
、



文
明
の
影
響
を
受
け
て
は
い
て
も
、
稲
は
本
質
な
野
性
味
を
失
わ
ず
、
徹
底
的
な

文
明
開
化
を
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

稲
が
「
強
い
憧
慢
」
を
捨
て
き
れ
な
い
都
会
的
な
生
活
は
、
文
中
で
は
い
ず
れ

も
た
だ
の
物
質
文
明
に
す
ぎ
な
い
。
「
洋
装
を
し
た
内
務
部
長
の
奥
さ
ん
」
、
「
西

洋
風
の
乳
母
車
」
、
「
珍
し
い
文
化
的
な
生
活
」
、
「
婦
人
雑
誌
」
な
ど
は
、
物
質
文

明
の
象
徴
の
破
片
と
も
い
え
よ
う
。
と
こ
ろ
が
、
こ
う
し
た
生
活
に
よ
っ
て
田
舎

の
町
で
は
憧
れ
の
的
だ
っ
た
こ
の
「
東
京
人
」
の
一
家
も
、
「
本
省
へ
栄
転
す
る
」

こ
と
に
な
る
と
「
有
頂
天
な
喜
び
」
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
文
明
的
で

は
な
い
も
の
を
軽
蔑
し
、
よ
り
高
い
文
明
に
限
り
な
く
憧
れ
る
、
と
い
う
連
鎖
的

な
図
式
も
テ
ク
ス
ト
に
現
さ
れ
て
い
る
。

ゆ
え
に
、
こ
の
小
説
は
、
登
場
人
物
の
札
際
、
即
ち
文
明
化
の
程
度
に
よ
る

各
々
の
対
立
の
姿
勢
が
鮮
明
に
描
か
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
注
目
し
た
い
の
は
、

テ
ク
ス
ト
が
伝
吉
の
純
粋
な
野
性
的
な
世
界
を
、
健
全
な
肉
体
的
な
も
の
と
捉
え

て
い
る
の
に
対
し
て
、
源
ゃ
ん
や
都
会
の
美
少
年
、
伝
吉
の
父
親
、
内
務
部
長
夫

婦
な
ど
は
明
ら
か
に
近
代
的
な
文
明
の
悪
を
代
表
す
る
、
浅
薄
な
、
顔
廃
的
な
も
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の
と
捉
え
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
伝
吉
と
文
明
の
影
響
を
す
で
に
受
け
た
稲

の
野
性
と
の
対
照
に
よ
っ
て
、
伝
吉
の
「
純
粋
」
な
野
性
が
一
層
際
だ
つ
も
の
と

へ
の
蔑
視
の
目
を
浴
び
な
が
ら
も
、
そ
の
構
図

な
る
。
「
文
明
」
か
ら
「
野
性
」

の
底
流
に
あ
る
伝
吉
の
野
性
の
健
全
さ
は
終
始
一
貫
し
て
い
る
。

伝
吉
は
十
八
歳
に
な
る
ま
で
、
「
豊
後
の
国
の
人
里
離
れ
た
山
奥
で
」
、
役
人

の
父
親
に
捨
て
ら
れ
た
母
親
と
一
緒
に
「
炭
を
焼
い
て
暮
し
て
い
た
」
と
い
う
、

文
明
と
は
無
縁
な
成
長
環
境
で
育
っ
た
。
母
が
死
ん
で
も
「
呆
然
と
し
て
、
涙
も

で
な
か
っ
た
」
し
、
長
作
爺
さ
ん
か
ら
自
分
の
父
親
の
こ
と
を
初
め
て
聞
か
さ
れ

て
も
「
無
関
心
な
表
情
を
し
て
い
」
た
伝
吉
は
、
紛
れ
も
な
く
一
人
の
無
智
な
野

性
人
と
し
て
描
か
れ
て
い
た
。

も
し
も
長
作
爺
さ
ん
が
偶
然
訪
ね
て
き
て
、
伝
吉
に
「
家
を
畳
み
、
定
住
の

山
を
す
て
て
、
樵
夫
と
な
」
る
よ
う
に
す
す
め
な
か
っ
た
ら
、
伝
吉
は
そ
の
ま
ま

奥
山
の
中
で
外
界
と
悶
絶
す
る
よ
う
な
生
活
を
し
て
い
た
可
能
性
も
考
え
ら
れ

る
。
つ
ま
る
と
こ
ろ
、
教
育
を
受
け
る
ど
こ
ろ
か
、
世
間
に
お
け
る
義
理
人
情
の

感
覚
す
ら
希
薄
な
伝
吉
は
、
た
だ
「
与
え
ら
れ
た
運
命
に
素
直
に
」
従
う
、
「
素

朴
な
性
格
」
を
有
し
て
い
る
存
在
で
あ
っ
た
。

伝
吉
の
「
素
朴
な
性
格
」
に
つ
い
て
は
、
テ
ク
ス
ト
に
お
い
て
「
住
み
な
れ

た
山
を
捨
て
る
こ
と
に
未
練
も
な
か
っ
た
か
わ
り
に
、
見
知
ら
ぬ
土
地
を
放
浪
し

て
歩
く
こ
と
に
も
、
か
く
べ
つ
の
喜
び
も
か
ん
じ
な
い
。
ま
る
で
自
分
の
意
思
は

な
い
か
に
見
え
る
」
と
説
明
さ
れ
る
。
親
を
失
っ
て
も
悲
し
み
を
感
じ
な
い
、
家

'
h
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を
離
れ
て
も
未
練
は
な
い
、
見
知
ら
ぬ
土
地
を
放
浪
し
て
歩
く
こ
と
に
も
喜
び
を

感
じ
な
い
。
伝
吉
に
、
深
い
心
理
的
な
も
の
は
な
い
、
野
性
に
近
い
生
き
方
を
し

て
き
た
。
言
い
換
え
れ
ば
、
自
意
識
を
持
た
な
い
か
の
よ
う
な
存
在
と
し
て
描
か

れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
に
よ
り
、
伝
吉
の
心
は
読
者
か
ら
い
さ
さ
か
も
覗
け
な
い

よ
う
な
状
態
に
な
っ
て
い
る
。

川
越
の
日
一
那
は
、
「
爺
さ
ん
の
う
し
ろ
に
脚
を
ゆ
す
ぶ
り
、
に
た
り
と
し
た
顔

で
腰
か
け
て
い
る
」
伝
吉
の
こ
と
を
、
「
よ
ほ
ど
の
度
胸
が
あ
る
の
か
、
阿
呆
な

の
か
」
と
慨
嘆
し
つ
つ
も
、
こ
の
よ
う
な
挨
拶
さ
え
も
で
き
な
か
っ
た
伝
吉
の
良

さ
を
認
め
、
伝
吉
に
お
嫁
さ
ん
を
世
話
し
た
。
す
る
と
、
「
成
熟
し
き
っ
た
女
の

体
が
、
自
分
の
も
の
に
な
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
伝
吉
は
道
を
歩
き
な
が
ら
で
も
、
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体
が
熱
く
な
る
位
、
興
奮
し
て
く
る
の
で
あ
っ
た
」
。
伝
吉
は
、
長
作
爺
さ
ん
と

川
越
の
白
一
那
の
紹
介
に
よ
り
、
稲
を
嫁
に
も
ら
う
こ
と
に
な
っ
た
。

他
人
の
意
思
で
無
雑
作
に
貰
う
花
嫁
で
は
あ
っ
た
が
、
伝
吉
の
心
は
や
は

り
昂
ぶ
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
待
ち
呆
け
た
心
の
虚
し
さ
と
、
夕
暮
時

の
山
家
の
わ
び
し
さ
と
が
ひ
し
め
き
合
っ
て
胸
の
底
か
ら
湧
き
あ
が
っ
て

く
る
。
母
親
が
死
ん
だ
時
も
、
長
作
爺
さ
ん
と
山
芋
穴
に
野
宿
し
た
時
も
、

曾
っ
て
感
じ
た
こ
と
の
な
か
っ
た
孤
独
な
わ
び
し
さ
を
、
初
め
て
知
る
感

情
と
し
て
、
素
朴
な
伝
吉
は
も
て
あ
ま
し
気
味
で
あ
っ
た
。

(
m
l
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た
だ
「
素
直
に
」
運
命
に
従
う
伝
吉
は
、
川
越
の

E
那
の
一
言
で
、
花
嫁
を

「
無
雑
作
に
」
も
ら
う
こ
と
に
し
た
。
い
ま
ま
で
何
事
に
対
し
て
も
無
頓
着
な
伝

吉
に
、
は
じ
め
て
気
を
按
ま
せ
た
り
、
心
を
高
ぶ
ら
せ
た
り
さ
せ
た
の
は
自
身
の

女
を
求
め
る
本
能
で
あ
っ
た
。
そ
の
一
方
、
何
か
を
求
め
る
こ
と
を
き
っ
か
け
に
、

伝
吉
は
「
孤
独
な
わ
び
し
さ
を
」
生
ま
れ
て
初
め
て
感
じ
、
そ
し
て
、

そ
の
後
は

稲
の
言
い
な
り
と
な
り
、
女
房
に
圧
倒
さ
れ
て
い
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
、
運
命
に

流
さ
れ
て
本
能
だ
け
に
頼
っ
て
行
動
す
る
伝
吉
は
、

い
さ
さ
か
も
近
代
性
を
帯
び

て
い
な
い
人
物
と
し
て
表
象
さ
れ
て
い
る
。

花
子
が
自
分
の
子
供
で
は
な
い
と
知
ら
さ
れ
た
時
も
、
伝
吉
の
内
面
の
苦
悩
に

つ
い
て
、
テ
ク
ス
ト
は
一
言
も
語
っ
て
い
な
い
。
ゆ
え
に
、
伝
吉
の
詳
し
い
心
理

を
知
る
術
も
な
い
が
、
妻
の
不
倫
と
い
う
、
「
家
」
が
崩
援
に
瀕
し
た
「
非
日
常
」

の
事
件
に
対
し
て
、
野
性
人
の
伝
吉
は
、
父
親
の
不
在
や
母
親
の
死
に
直
面
し
た

時
と
同
じ
く
、
平
然
と
「
日
常
」

の
心
で
対
応
で
き
た
か
の
よ
う
に
描
か
れ
て
い

る

四

「
鍬
を
動
か
す
手
を
や
す
め
、
伝
士
口
は
大
き
く
背
伸
び
し
な
が
ら
欠
伸
し
た
」
。

こ
の
の
ん
び
り
し
た
性
格
は
、
伝
吉
と
稲
の
一
番
食
い
違
う
と
こ
ろ
だ
っ
た
。
「
ど

う
い
う
風
に
新
し
い
花
嫁
に
口
を
き
っ
て
い
い
か
見
当
が
つ
か
ず
手
持
ち
無
沙
汰

で
困
っ
た
」
伝
吉
と
違
い
、
世
間
を
知
っ
て
い
る
稲
は
、
「
新
婚
の
夫
に
」
「
一
瞥

を
く
れ
、
そ
れ
が
毛
深
い
醜
男
で
あ
る
こ
と
を
知
る
と
、
忽
ち
挑
む
よ
う
な
口
調

で
」
定
住
し
た
い
と
の
要
求
を
言
つ
て
の
け
、
早
く
も
こ
の
婚
姻
の
主
導
権
を
握

っ
た
。
こ
の
よ
う
に
、
都
会
に
憧
れ
て
い
る
稲
の
態
度
は
、
伝
吉
に
と
っ
て
は
お

そ
ら
く
劣
者
と
し
て
の
生
活
の
始
ま
り
と
も
い
え
よ
う
。

n
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そ
し
て
、
「
稲
の
言
葉
の
影
響
で
、
土
地
を
も
た
な
い
自
分
の
職
業
に
軽
蔑
を

感
じ
」
、
「
豊
後
の
国
境
へ
近
づ
い
た
時
伝
手
を
得
て
山
師
」
と
な
る
こ
と
を
選
ん

だ
伝
吉
は
、
文
明
へ
の
初
の
妥
協
を
経
験
し
た
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。
伝

吉
は
稲
に
劣
等
感
を
感
じ
、
稲
に
『
気
持
の
上
で
は
勿
論
、
肉
体
的
に
も
圧
倒
」

さ
れ
て
い
た
。
「
幅
の
広
い
肩
と
腰
と
で
伝
吉
に
の
し
か
か
り
、
ま
る
で
鞭
で
な

ぐ
り
つ
け
で
も
す
る
よ
う
に
荒
々
し
い
声
を
は
り
あ
げ
て
、

の
ろ
く
さ
い
夫
を
駆

使
し
て
、
荒
れ
は
て
た
山
を
開
墾
」
す
る
稲
と
の
結
婚
生
活
は
、
伝
吉
か
ら
彼
本

来
の
純
粋
な
野
性
の
環
境
を
奪
っ
た
と
い
え
よ
う
。

日
頃
か
ら
「
伝
吉
の
働
き
ぶ
り
を
監
視
に
行
く
の
が
常
で
あ
る
」
稲
は
、
あ

る
日
畑
で
昼
寝
を
し
て
い
る
伝
吉
を
見
た
。
「
眼
を
さ
ま
し
て
伝
吉
は
、
思
い
切

り
大
き
く
手
肢
を
の
ば
そ
う
と
し
て
、
怒
り
に
燃
え
た
稲
の
眼
に
視
線
が
遭
う
と
、

忽
ち
慌
て
て
欠
伸
を
口
の
な
か
に
噛
み
殺
」
し
、
自
分
を
抑
え
て
慎
む
姿
勢
を
取



っ
て
い
る
。
怒
る
稲
に
対
し
て
、
「
わ
し
ゃ
な
に
も
お
前
に
任
せ
き
っ
と
る
わ
け

で
は
な
か
。

一
緒
に
飯
を
食
べ
て
、
寝
て
、
働
け
ば
そ
れ
が
夫
婦
と
い
う
も
の
で

は
な
か
が
。
働
け
、
と
言
え
ば
そ
り
ゃ
、
わ
し
と
て
い
く
ら
で
も
働
く
が
、
お
前

の
よ
う
に
、
先
の
こ
と
ば
か
り
考
え
る
の
は
、
わ
し
の
性
に
合
わ
ん
の
じ
ゃ
。
わ

し
ゃ
考
え
ご
と
を
す
る
と
、
頭
が
疲
れ
て
く
る
性
分
じ
ゃ
か
ら
:
:
:
」
と
、
稲
の

機
嫌
を
取
る
よ
う
に
努
力
し
て
い
る
。
伝
吉
は
「
あ
ん
ぽ
ん
た
ん
」
、
「
で
れ
っ
と

の
伝
さ
ん
円
「
無
骨
も
ん
じ
ゃ
け
ん
、
伝
さ
ん
駄
目
、
駄
目
」
、
「
さ
か
る
こ
と
以

外
に
は
能
の
う
て
」
と
し
ば
し
ば
稲
に
け
な
さ
れ
る
。
稲
と
結
婚
し
た
こ
と
は
、

い
ま
ま
で
束
縛
さ
れ
た
こ
と
な
い
伝
吉
の
自
我
の
侵
害
の
連
続
と
な
っ
た
。
土
地

に
定
住
し
、
土
地
を
開
墾
す
る
こ
と
を
要
求
し
た
だ
け
で
は
な
く
、
最
後
ま
で
「
な

に
ほ
ど
の
土
地
も
、
わ
れ
ら
ま
だ
耕
し
て
い
な
い
で
は
な
か
か
。
間
が
な
隙
が
な
、

伝
さ
ん
は
休
み
た
が
り
な
さ
る
」
、
「
こ
れ
で
は
土
竜
ど
ん
に
も
申
し
わ
け
が
な
か
。

掘
っ
て
掘
っ
て
畑
の
土
を
掘
り
く
り
返
し
て
、
来
年
は
今
年
の
倍
の
花
を
咲
か
せ

ん
こ
と
に
は
」
と
言
い
、
稲
は
先
へ
先
へ
と
考
え
て
い
く
。
稲
の
こ
う
い
う
拡
大

生
産
の
考
え
方
は
、
意
識
し
て
い
る
と
い
な
い
と
に
か
か
わ
ら
ず
、
ま
さ
し
く
近

代
の
資
本
主
義
の
影
響
を
受
け
て
い
る
と
思
わ
れ
る
、
伝
吉
の
純
粋
な
野
性
を
脅
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か
す
存
在
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

ま
た
、
稲
と
源
ゃ
ん
の
姦
通
は
、
テ
ク
ス
ト
で
は
終
始
深
刻
な
裏
切
り
と
し

て
は
描
か
れ
て
い
な
い
。
稲
が
源
ゃ
ん
と
浮
気
し
、
花
子
ま
で
生
ん
だ
こ
と
を
麓

の
若
者
か
ら
開
き
、
伝
吉
は
「
す
き
で
も
な
い
焼
酒
を
あ
お
り
」
、
「
浮
か
ぬ
顔
を

し
て
」
稲
を
問
い
詰
め
た
。
し
か
し
、
稲
が
「
花
子
が
源
ゃ
ん
の
種
だ
」
、
「
わ
し

ゃ
、
源
ゃ
ん
が
好
き
じ
ゃ
か
ら
、
体
も
金
も
や
っ
て
し
も
う
た
。
好
き
な
男
の
た

め
に
な
ら
、
わ
し
ゃ
、
金
や
体
を
や
る
ば
か
り
で
は
な
か
。
唐
が
天
竺
に
で
も
つ

い
て
ゆ
く
。
わ
し
ゃ
、

そ
う
い
う
気
性
の
女
子
な
の
じ
ゃ
」
と
認
め
た
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
伝
吉
は
そ
れ
を
さ
さ
い
な
喧
嘩
と
し
か
認
識
し
て
い
な
い
よ
う
に
、

し3

つ
も
の
ぺ

l
ス
で
毎
日
を
送
る
。

つ
ま
り
、
稲
の
不
倫
に
対
し
て
、
伝
士
口
は
不
思

議
に
も
あ
っ
け
ら
か
ん
と
し
て
い
る
。
そ
の
翌
日
、
何
事
も
な
か
っ
た
よ
う
に
、

「
伝
吉
と
稲
と
は
、
肩
を
な
ら
べ
て
、
蕎
麦
畑
の
除
草
を
し
て
い
た
」
と
書
か
れ

て
い
る
の
で
あ
る
。

だ
が
、

い
つ
も
と
変
わ
り
な
く
、
「
掘
っ
て
掘
っ
て
畑
の
土
を
掘
り
く
り
返
し

て
、
来
年
は
今
年
の
倍
の
花
を
咲
か
せ
ん
こ
と
に
は
」
と
伝
吉
を
督
促
し
た
稲
に

対
し
て
、
伝
吉
は
、
「
来
年
の
こ
と
は
来
年
で
よ
か
ろ
。
お
前
の
よ
う
に
先
の
こ

と
ば
か
り
考
え
る
の
は
、
わ
し
の
性
に
あ
わ
ん
の
じ
ゃ
。
わ
し
が
母
さ
ん
は
、
炭

を
焼
い
て
い
る
さ
中
に
、
ぽ
っ
く
り
死
ん
な
さ
っ
た
。
土
竜
ど
ん
も
ぽ
っ
く
り
、

お
前
も
ぽ
っ
く
り
、
わ
し
も
ぽ
っ
く
り
、
そ
の
う
ち
死
ぬ
じ
ゃ
ろ
」
と
言
い
返
す
、

そ
し
て
、
物
語
は
こ
こ
で
閉
じ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
結
末
で
、
伝
吉
は
つ
い
に
自

ら
を
主
張
し
た
よ
う
に
描
か
れ
て
い
る
。
「
土
竜
ど
ん
も
ぽ
っ
く
り
」
と
い
う
題

句

t
nLO 

名
は
、
こ
れ
か
ら
伝
吉
が
も
う
稲
に
圧
倒
さ
れ
ず
、
堂
々
と
自
分
の
野
性
的
な
生

き
方
を
貫
く
か
の
よ
う
な
物
語
の
続
き
を
暗
示
し
て
い
る
。

前
述
の
よ
う
に
、
テ
ク
ス
ト
は
、
伝
吉
を
と
り
ま
く
出
来
事
の
み
が
語
ら
れ
、

心
理
的
な
側
面
は
殆
ど
す
べ
て
切
り
落
と
さ
れ
て
い
る
。
と
く
に
花
子
の
出
自
が

明
ら
か
に
さ
れ
た
、
こ
の
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
の
場
面
か
ら
翌
日
の
伝
吉
と
稲
の
「
日

常
」
に
戻
る
転
換
は
、
奇
妙
に
思
わ
れ
な
い
こ
と
も
な
い
。
だ
が
、
こ
れ
が
伝
吉

の
心
理
に
触
れ
ず
に
小
説
が
完
結
す
る
よ
う
に
機
能
し
て
い
る
た
め
、
伝
吉
の
素

朴
な
性
格
や
、
野
性
的
な
生
き
方
は
い
っ
そ
う
鮮
明
に
描
か
れ
る
こ
と
と
な
り
、

小
説
は
一
つ
の
寓
話
的
な
世
界
と
し
て
完
結
す
る
こ
と
と
な
る
。

も
っ
と
も
、
伝
吉
の
よ
う
な
素
朴
な
人
問
、
単
純
な
人
間
の
存
在
が
実
際
の

近
代
日
本
社
会
に
あ
っ
た
の
か
ど
う
か
は
大
い
に
疑
問
で
あ
る
。
し
か
し
、

の
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寓
話
的
な
世
界
で
は
、
現
実
と
し
て
近
代
文
明
に
脅
か
さ
れ
な
が
ら
も
、
伝
吉
は

終
始
純
粋
な
野
性
人
の
性
格
を
保
有
し
て
い
る
よ
う
に
描
か
れ
る
の
で
あ
る
。
伝

吉
の
野
性
性
は
、
現
実
の
近
代
社
会
の
資
本
主
義
に
も
、
文
明
世
界
の
儒
教
的
な

倫
理
観
に
も
無
縁
の
も
の
と
し
て
示
さ
れ
て
い
る
。

お
わ
り
に

こ
れ
ま
で
の
分
析
か
ら
分
る
よ
う
に
、
伝
吉
の
世
界
は
お
そ
ら
く
中
村
地
平

の
現
実
の
「
故
郷
」
、
日
向
と
は
明
ら
か
に
距
離
が
あ
る
世
界
で
あ
ろ
う
。
そ
の

世
界
は
、
明
治
政
府
が
儒
教
的
な
倫
理
観
、
国
民
道
徳
、
純
潔
思
想
な
ど
を
庶
民

に
普
及
さ
せ
る
前
、
即
ち
前
近
代
的
な
日
本
を
想
起
さ
せ
る
。
こ
の
よ
う
な
、
野

性
的
な
精
神
を
も
っ
、
近
代
社
会
の
絶
対
的
な
観
念
と
異
質
な
伝
吉
の
姿
は
、
近

代
社
会
へ
の
一
種
の
反
発
と
も
繋
が
っ
て
い
る
。
こ
こ
に
は
、
近
代
社
会
の
精
神

ゃ
、
道
徳
の
秩
序
か
ら
、
本
能
に
属
す
る
「
肉
体
」
的
で
前
近
代
的
な
理
想
の
世

界
に
解
放
さ
れ
た
い
、
と
い
う
作
者
の
願
望
が
潜
ん
で
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

し
か
し
、
日
向
の
奥
山
を
舞
台
と
し
た
「
土
竜
ど
ん
も
ぽ
っ
く
り
」
は
、
「
文

明
」
と
「
野
性
」
と
の
距
離
を
如
何
に
強
調
し
て
描
い
て
も
、
い
さ
さ
か
現
実
性

を
欠
い
た
寓
話
に
な
っ
て
い
る
感
は
否
め
な
い
。
後
に
、
作
者
は
「
文
明
」
と
「
野

性
」
の
衝
突
の
テ

l
マ
を
、
台
湾
原
住
民
の
抗
日
事
件
「
霧
社
事
件
」
に
託
し
て
、

ま
だ
文
明
開
化
さ
れ
て
い

な
い
と
思
わ
れ
て
い
た
台
湾
原
住
民
に
野
性
的
な
モ
デ
ル
を
見
つ
け
、
台
湾
原
住

民
の
世
界
を
一
つ
の
理
想
の
異
界
と
し
て
描
出
し
よ
う
と
し
た
。
そ
こ
で
は
、
前

近
代
世
界
に
い
る
素
朴
な
人
間
社
会
に
つ
い
て
の
叙
述
も
現
実
的
に
な
る
、
こ
こ

昭
和
十
四
年
に
「
霧
の
蕃
社
」
を
発
表
し
た
。
当
時
、

に
地
平
は
「
南
方
的
文
学
」
の
確
立
を
図
っ
た
の
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
「
土
竜
ど
ん
も
ぽ
っ
く
り
」
に
お
け
る
、
中
村
地
平
の
「
南
方

へ
の
本
格
的
な
出
発
の
ス
タ
ン
ス
に
は
、
当
時
の
文
壇
と
近
代
社
会
か

的
文
学
」

ら
背
離
し
よ
う
と
す
る
意
図
が
内
包
さ
れ
て
い
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
地
平
は
、

「
日
本
文
撃
の
大
部
分
が
す
べ
て
安
手
な
都
会
主
義
か
、
深
刻
癖
の
つ
よ
い
心
理

主
義
ひ
と
い
ろ
に
塗
り
つ
ぶ
さ
れ
て
い
る
」
現
状
に
向
か
っ
て
、
南
方
文
学
を
提

出
し
、
「
東
京
的
な
、
植
民
地
的
な
都
会
文
学
」
及
び
「
北
方
的
な
、
観
念
的
な

心
理
主
義
文
学
」
に
対
抗
し
よ
う
と
し
た
と
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

「
都
会
」
や
「
近
代
」

つ
ま
る
と
こ
ろ
、
地
平
の

た
郷
土
文
学
へ
の
傾
斜
の
表
現
を
根
拠
と
し
て
「
日
本
浪
畏
派
」
の
同
人
と
同
一

へ
の
反
発
、
あ
る
い
は
ま

視
す
る
の
は
、
表
面
的
な
捉
え
方
に
す
ぎ
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
大
久
保
氏
が
指
摘

し
た
よ
う
に
、
『
日
本
浪
星
派
』
は
「
近
代
の
尖
端
に
い
て
近
代
を
否
定
す
る
と

い
う
未
曾
有
の
難
行
苦
行
を
自
己
に
課
し
て
い
た
」
の
で
あ
り
、
同
質
な
発
想
が

地
平
に
も
あ
る
の
は
否
定
し
が
た
い
。
か
つ
て
、
「
新
風
」
は
「
原
生
的
、
母
胎

的
な
思
想
に
復
古
す
る
こ
と
よ
っ
て
の
み
も
た
ら
さ
れ
る
も
の
」
と
日
本
浪
皇
派

の
代
表
的
な
同
人
亀
井
勝
一
郎
の
話
に
賛
同
を
表
し
た
地
平
は
、
「
都
会
」
や
「
近

代
」
で
傷
つ
き
、
「
故
郷
」
回
帰
を
図
っ
た
一
人
で
も
あ
っ
た
。
し
か
し
、
そ
の

の
根
底
に
あ
る
、
地
平
と
日
本
浪
員
派
の
同
人
と
の
基
本
的
な
姿
勢

O
D
 

P
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「
反
近
代
」

に
違
い
が
あ
る
こ
と
は
見
逃
す
こ
と
が
で
き
な
い
。

西
洋
化
に
躍
起
す

る
以
前
の
伝
統
的
な
日
本
で
あ
っ
た
が
た
め
、
国
粋
主
義
と
繋
が
っ
た
部
分
が
あ

日
本
浪
皇
派
の
同
人
が
回
帰
を
図
っ
た
「
故
郷
」
と
は
、

る
。
し
か
し
、
こ
の
古
典
的
教
養
の

「
故
郷
」
と
は
異
な
り
、
地
平
の
「
故
郷
」

は
、
近
代
物
質
文
明
、
資
本
主
義
な
ど
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
が
庶
民
に
行
き
渡
る
以

前
の
、
よ
り
純
朴
な
人
間
の
無
私
性
の
表
象
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
大
和
地

方
出
身
の
保
田
興
重
郎
ら
の
、
近
代
に
反
発
し
て
回
帰
を
図
っ
た
「
故
郷
」
は
、



「
貴
族
的
」
な
日
本
古
代
社
会
で
あ
る
。

一
方
、
宮
崎

古
典
的
な
教
養
を
有
す
る

出
身
の
中
村
地
平
が
描
い
た
「
故
郷
」
は
、
思
想
さ
え
も
持
っ
て
い
な
い
野
性
人

の
世
界
で
あ
り
、
保
田
の
故
郷
は
対
極
に
位
置
す
る
も
の
の
よ
う
で
あ
る
。
そ
も

の
同
人
で
、
目
指
し
て
い
る

か
け
離
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
「
土
竜
ど
ん
も
ぽ
っ
く
り
」
は
、
こ
れ
ら
を
示
す

そ
も
、
同
じ
「
日
本
浪
畏
派
」

「
浪
畏
」

の
内
実
が

と
と
も
に
、
地
平
の
文
学
観
、
及
び
世
界
観
を
伝
え
て
い
る
作
品
と
い
っ
て
よ
か

ろ
う
。昭

和
十
四
年
、
地
平
は
「
都
会
」
、
「
中
央
」
と
対
抗
す
る
た
め
、
自
ら
文
学
の

座
標
軸
を
宮
崎
か
ら
台
湾
へ
と
、
一
層
南
方
に
移
動
し
た
。
こ
う
し
て
一
つ
の
理

想
的
な
野
性
の
表
象
を
台
湾
原
住
民
に
見
出
そ
う
と
す
る
側
面
は
、
オ
リ
エ
ン
タ

リ
ズ
ム
へ
の
傾
斜
が
あ
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
昭
和
十
四
年
に
台
湾
を
再
遊
し
、

そ
の
前
近
代
的
な
純
粋
さ
へ
の
渇
望
を
台
湾
原
住
民
に
当
て
は
め
よ
う
と
し
た
と

き
、
地
平
は
彼
ら
の
圧
迫
さ
れ
て
い
る
実
情
を
も
直
視
せ
ね
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
。

ア
ジ
ア
全
般
を
近
代
化
さ
せ
る
ス
ロ
ー
ガ
ン
の
元
に
、
日
々
深
く
な
っ
て
い
く
宗

主
国
と
し
て
の
加
害
者
意
識
及
、
ひ
圧
迫
的
な
時
局
や
権
力
へ
の
配
慮
が
、
ま
さ
し

く
次
な
る
地
平
の
「
難
行
苦
行
」
と
な
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。

中村地平「土竜どんもぽっくりJ論

テ
キ
ス
ト
の
引
用
は
、
『
中
村
地
平
全
集
』
第
一
巻
二
九
七
一
年
二
月
、
皆
美
社
)
に

よ
っ
た
・

一
九
七
一
年
二
月
、
皆
美
社
、

注

(
1
)
浅
見
淵
「
解
説
」
『
中
村
地
平
全
集
』
第
一
巻
、

四
八
二
頁
.

(
2
〉
岡
林
稔
『
《
南
方
文
学
》
そ
の
光
と
影
』
二

O
O
二
年
二
月
、
鉱
脈
社
、
八
八
3

九
六
頁
.

(3)
河
原
功
「
中
村
地
平
・
そ
の
作
品
と
周
辺
」
一
九
八
O
年
十
二
月
、
『
成
緩
国
文
』

十
四
号
、
六
一
頁
。

(
4
)
岡
林
稔
『
《
南
方
文
学
》
そ
の
光
と
影
』
二

O
O
二
年
二
月
、
鉱
脈
社
、

1
一
一
五
頁
。

(
5
)
大
久
保
典
夫
「
日
本
浪
隻
派
の
初
心
」
『
日
本
浪
隻
派
と
は
な
に
か
』
一
九
七
二

年
二
月
、
雄
松
堂
書
底
、
九

1
十
三
頁
・

(
6
)
岡
林
稔
『
《
南
方
文
学
》
そ
の
光
と
影
』
二

O
O
二
年
二
月
、
鉱
脈
社
、
一
一
五

頁。

(
7
)
岡
林
稔
『
《
南
方
文
学
》
そ
の
光
と
影
』
二

O
O
二
年
二
月
、
鉱
脈
社
、
九
四
頁
・

(
8
)
た
と
え
ば
、
赤
松
啓
介
『
夜
這
い
の
民
俗
学
』
(
一
九
九
四
年
一
月
、
明
石
書
庖
〉

参
照
・

(
9
)
中
村
地
平
「
新
し
さ
の
方
向
」
『
中
村
地
平
全
集
』
第
三
巻
、
一
九
七
一
年
七
月
、

皆
美
社
、
四
七
頁
・

(
刊
)
大
久
保
典
夫
「
門
口
本
浪
漫
派
の
初
心
で
同
前
掲
、
十
二
頁
・

(
日
)
中
村
地
平
『
新
し
さ
の
方
向
』
『
中
村
地
平
全
集
』
第
三
巻
、
皆
美
社
、

一
年
七
月
、
四
五
頁
・(

げ
ん

一
九
七

ぷ
ん
が
、
広
島
大
学
大
学
院
博
士
課
程
後
期
在
学
)

口叫
uro 




