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大豊町大平より怒田集落を眺める（ギャラリー夢来里にて）



氏原学さん（左）に、粉砕機の使い方を教わる石山俊さん（右）

大豊町では気象条件があえば雲海を見ることができる。（2017 年 9 月 30 日撮影）
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本
書
は
、
高
知
県
長
岡
郡
大
豊
町
怒
田
（
ぬ
た
）
で
の
経
験
を
つ
う
じ
て
、
地
域
社
会
へ
の
貢
献
や
学
術

的
な
発
見
に
つ
な
が
る
、
そ
の
発
展
段
階
を
記
録
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
、「
超
学
際
主
義
」
の
あ
と
に

「
宣
言
」
を
付
け
足
し
て
タ
イ
ト
ル
に
し
た
所
存
が
あ
る
。
そ
の
た
め
本
書
の
特
徴
、ユ
ニ
ー
ク
な
と
こ
ろ
は
、

お
の
お
の
が
決
意
表
明
し
、
そ
の
思
い
が
書
き
綴
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

超
学
際
（transdisciplinarity

）
と
は
、disciplinarity

（
学
問
分
野
）
に
「trans

」
と
い
う
「
越
え
て
」
や
「
横

切
っ
て
」、「
超
越
し
て
」
な
ど
の
意
味
の
接
頭
辞
を
加
え
て
、
異
な
る
学
問
分
野
を
横
断
す
る
も
の
で
あ
り
、

そ
れ
と
同
時
に
、
さ
ま
ざ
ま
な
学
問
を
超
え
る
も
の
で
も
あ
る
。
そ
の
た
め
、
学
問
分
野
を
超
え
て
理
解
さ

れ
る
テ
ー
マ
や
そ
の
テ
ー
マ
に
対
し
て
さ
ま
ざ
ま
な
分
野
の
研
究
者
が
共
に
研
究
で
き
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。

こ
れ
は
、
平
成
26
年
度
よ
り
継
続
し
て
活
動
し
て
き
た
「
フ
ィ
ー
ル
ド
ぶ
ら
り
（
通
称
ぶ
ら
フ
ィ
）」
の
目
標

の
一
つ
で
も
あ
る「
分
野
を
横
断
す
る
萌
芽
研
究
の
発
掘
」と
つ
う
じ
る
。
さ
ら
に
、超
学
際
研
究
の
ア
プ
ロ
ー

チ
で
は
、
研
究
者
以
外
の
さ
ま
ざ
ま
な
人
材
を
巻
き
込
ん
で
地
域
社
会
に
と
っ
て
価
値
あ
る
活
動
で
進
め
る

こ
と
が
重
要
と
な
る
。
つ
ま
り
、
超
学
際
（transdisciplinarity

）
は
、
い
か
に
さ
ま
ざ
ま
な
人
々
の
知
の
統

合
を
学
問
・
地
域
社
会
の
面
で
実
践
し
て
い
く
か
が
鍵
と
な
る
。

次
に
副
題
の「
巻
き
込
む
」と
い
う
キ
ー
ワ
ー
ド
に
触
れ
て
お
き
た
い
。わ
た
し
は
、ぶ
ら
フ
ィ
を
と
お
し
て
、

分
野
を
超
え
て
理
解
で
き
る
テ
ー
マ
を
探
し
て
い
た
。「
篤
農
家
」
と
い
う
言
葉
は
、
そ
ん
な
と
き
に
石
山
俊

さ
ん
か
ら
聞
い
た
言
葉
だ
（
石
山
、
2
0
1
6
、p.12

）。
地
域
に
は
「
篤
農
家
以
外
に
も
、
た
と
え
ば
篤
エ

ネ
ル
ギ
ー
家
の
よ
う
に
『
篤
〇
〇
家
』
が
た
く
さ
ん
い
て
、
そ
こ
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
知
恵
が
あ
る
ん
じ
ゃ
な

い
か
な
」
と
石
山
俊
さ
ん
は
言
っ
て
い
た
。
わ
た
し
は
、地
域
に
赴
く
と
「
篤
〇
〇
家
」
を
探
す
よ
う
に
な
っ

て
い
た
。
そ
の
な
か
で
サ
ル
ト
ル
の
言
葉
を
思
い
出
す
。

哲
学
者
の
サ
ル
ト
ル
は
、
巻
き
込
ま
れ
と
い
う
状
況
が
自
分
を
積
極
的
に
そ
こ
に
巻
き
込
む
と
い
う
、
状

況
に
対
す
る
受
動
性
か
ら
能
動
性
へ
の
転
換
（
サ
ル
ト
ル
、
2
0
1
6
、pp.13-14

）
を
「
ア
ン
ガ
ジ
ュ
マ
ン
」

と
し
て
提
唱
す
る
。
わ
た
し
は
、「
ア
ン
ガ
ジ
ュ
マ
ン
」
が
地
域
に
と
っ
て
重
要
な
哲
学
（
行
動
を
促
す
き
っ

か
け
）
で
あ
り
、
個
人
の
主
体
性
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
興
味
を
も
っ
た
。
そ
こ
で
ア
ン
ガ
ジ
ュ
マ
ン
の
概
念
を

も
と
に
サ
ン
ト
リ
ー
文
化
財
団
助
成
金
の
執
筆
を
行
な
っ
た
。
し
か
し
、
2
0
1
7
年
4
月
に
執
筆
し
た
原

稿
を
見
て
も
、
不
完
全
さ
は
否
め
な
い
。
そ
の
後
、
６
月
に
２
度
（
ト
ヨ
タ
財
団
と
地
球
研
）
に
わ
た
っ
て

原
稿
を
書
き
直
し
、そ
の
や
り
と
り
の
中
で
寺
田
匡
宏
さ
ん
（
2
0
1
7
）
の
気
づ
き
、「
巻
き
込
ま
れ
」（p.14

）

へ
と
つ
な
が
っ
た
。

は
じ
め
に

学
問
を
学
問
た
ら
し
め
る
も
の
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さ
て
、
こ
こ
で
わ
た
し
た
ち
が
超
学
際
主
義
を
宣
言
で
き
る
の
も
、
本
書
で
登
場
す
る
氏
原
学
さ
ん
や
市

川
昌
広
さ
ん
の
活
動
が
あ
っ
て
こ
そ
成
り
立
っ
て
い
る
。

氏
原
学
さ
ん
は
2
0
0
6
年
に
高
知
大
学
の
事
務
職
を
早
期
退
職
し
て
生
家
に
戻
る
、
い
わ
ば
U
タ
ー
ン

者
。
翌
年
に
は
高
知
大
学
の
教
授
陣
や
学
生
を
巻
き
込
ん
で
、
自
主
的
な
地
域
活
動
を
開
始
す
る
。
そ
の
活

動
は
、
ト
ヨ
タ
財
団
の
助
成
（
2
0
1
0
年
度
と
2
0
1
4
年
度
）
で
採
択
さ
れ
る
こ
と
で
、
さ
ま
ざ
ま
な

企
画
の
実
践
へ
と
つ
な
が
っ
て
い
く
。
ま
た
、
そ
の
活
動
の
立
役
者
の
ひ
と
り
が
市
川
昌
広
さ
ん
で
あ
る
。

市
川
昌
広
さ
ん
は
2
0
0
9
年
に
総
合
地
球
環
境
学
研
究
所
を
退
職
し
、
高
知
大
学
農
学
部
に
赴
任
す
る
。

高
知
大
学
の
地
域
と
密
接
し
た
堅
実
な
活
動
は
、
2
0
1
5
年
4
月
、
新
学
部
「
地
域
協
働
学
部
」
の
申
請

が
認
め
ら
れ
、
さ
ら
な
る
発
展
を
遂
げ
て
い
る
。

忘
れ
て
は
い
け
な
い
の
が
、
田
畑
勇
太
さ
ん
だ
。
田
畑
勇
太
さ
ん
は
、
高
知
大
学
で
勉
学
に
励
む
な
か

怒
田
集
落
で
の
活
動
に
参
加
す
る
。
そ
の
後
、
結
婚
と
同
時
に
夫
婦
で
怒
田
集
落
に
暮
ら
す
I
タ
ー
ン
者
。

N
P
O
「
ぬ
た
守
る
会
」
を
2
0
1
7
年
２
月
に
設
立
し
、
今
後
の
活
躍
が
期
待
さ
れ
て
い
る
。

気
づ
き
は
学
問
を
学
問
た
ら
し
め
て
い
る
根
本
で
あ
り
、
だ
か
ら
こ
そ
お
も
し
ろ
い
。「
巻
き
込
む
」
と
い

う
キ
ー
ワ
ー
ド
が
意
識
化
さ
れ
る
こ
と
で
、氏
原
学
さ
ん
の
活
動
や
わ
た
し
の
「
ア
ン
ガ
ジ
ュ
マ
ン
」
の
模
索
、

そ
し
て
、寺
田
匡
宏
さ
ん
の
「
巻
き
込
ま
れ
」
の
気
づ
き
に
よ
っ
て
、小
さ
な
点
が
太
い
線
と
な
っ
て
つ
な
が
っ

た
よ
う
に
思
え
る
。
わ
た
し
は
、
こ
の
点
か
ら
線
に
つ
な
が
る
プ
ロ
セ
ス
こ
そ
、
記
録
す
べ
き
知
の
統
合
だ

と
思
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
プ
ロ
セ
ス
の
記
録
こ
そ
、
学
問
の
醍
醐
味
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

本
書
は
こ
れ
ま
で
の
ぶ
ら
フ
ィ
の
「
座
談
形
式
に
よ
る
対
話
の
記
録
」
と
異
な
る
。
各
人
の
態
度
や
振
る

舞
い
か
ら
今
後
の
宣
言
が
随
所
で
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
そ
し
て
、
こ
こ
で
の
知
の
統
合
の
記
録
を
と
お
し

て
今
後
の
わ
た
し
た
ち
の
活
動
を
見
定
め
て
ほ
し
い
、
と
宣
言
す
る
。
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一
人
称

文
化
人
類
学
、
ア
フ
リ
カ
研
究
が
専
門
と
称
す
る
私
で
あ
る
が
、
実
は
農
学
部
畜
産
学
科
を
卒
業

し
て
い
る
。
な
ぜ
農
学
部
か
。
そ
れ
は
「
人
間
、
食
べ
物
を
作
れ
る
こ
と
が
重
要
だ
」
と
考
え
た
か

ら
だ
。
な
ぜ
畜
産
か
。「
遊
牧
民
に
憧
れ
て
い
た
か
ら
」
と
い
う
単
純
な
理
由
か
ら
で
あ
っ
た
。
結
果

は
ど
う
だ
っ
た
か
。
つ
ま
ら
な
く
て
し
ょ
う
が
な
か
っ
た
。
今
思
い
返
す
と
、
私
の
知
的
好
奇
心
が

足
り
な
か
っ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
が
、
実
験
と
い
う
繊
細
な
作
業
と
実
験
デ
ー
タ
を
も
と
に
し
た

細
か
な
分
析
が
性
に
合
わ
な
か
っ
た
こ
と
も
事
実
で
あ
る
。
そ
の
反
面
、
実
習
は
嫌
い
で
は
な
か
っ

た
し
、
毎
年
行
っ
て
い
た
稲
刈
り
の
手
伝
い
も
好
き
な
作
業
で
あ
っ
た
。

私
が
農
学
部
に
籍
を
置
い
た
の
は
1
9
8
0
年
代
中
盤
か
ら
後
半
に
か
け
て
の
時
期
で
あ
る
。
世

間
は
い
わ
ゆ
る
バ
ブ
ル
真
っ
盛
り
で
、
都
心
で
は
夜
な
夜
な
盛
り
上
が
っ
て
い
た
ら
し
い
。
23
区
の

片
隅
で
、
下
宿
（
親
戚
が
持
っ
て
い
た
ボ
ロ
ア
パ
ー
ト
に
タ
ダ
で
住
ん
で
い
た
）、
大
学
（
研
究
室
で

は
な
く
、
探
検
部
の
部
室
）、
そ
れ
に
山
（
縦
走
や
沢
登
り
）
や
川
（
ラ
フ
テ
ィ
ン
グ
）
が
行
動
圏
で

あ
っ
た
私
に
と
っ
て
、
バ
ブ
ル
は
無
縁
の
世
界
で
あ
っ
た
。
バ
ブ
ル
的
行
為
に
は
興
味
が
な
か
っ
た

し
、
当
時
は
「
か
っ
こ
わ
る
い
」
と
思
わ
れ
て
い
た
農
学
部
の
学
生
が
か
か
わ
る
も
の
と
も
考
え
て

い
な
か
っ
た
。
実
は
そ
の
頃
、
バ
イ
オ
・
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
ブ
ー
ム
が
始
ま
り
、
農
芸
化
学
学
科
だ
け

は
人
気
が
上
昇
し
て
い
た
。

六
人
称
の
研
究
を
目
指
し
て 

石
山

　
俊

1
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あ
れ
か
ら
30
年
、
農
業
は
時
代
の
最
先
端
に
飛
び
出
て
し
ま
っ
た
。
遺
伝
子
組
み
換
え
、
ア
グ
リ
・

ビ
ジ
ネ
ス
、
農
業
法
人
、
環
境
保
全
型
農
業
、
グ
リ
ー
ン
・
ツ
ー
リ
ズ
ム
、
農
村
の
過
疎
化
・
高
齢
化
、

限
界
集
落
、良
き
に
つ
け
悪
し
き
に
つ
け
、農
業
、農
村
に
関
す
る
話
題
が
毎
日
湧
き
出
て
く
る
。「
ノ

ケ
女
［
注
1
］」
な
ど
と
い
う
言
葉
な
ど
、
ま
っ
た
く
考
え
も
し
な
か
っ
た
こ
と
だ
っ
た
。

二
人
称

大
学
を
卒
業
後
、
植
木
屋
、
映
画
の
撮
影
助
手
な
ど
の
ア
ル
バ
イ
ト
で
食
い
つ
な
い
で
い
た
が
、

1
9
9
3
年
か
ら
97
年
ま
で
、
ア
フ
リ
カ
の
チ
ャ
ド
共
和
国
で
N
G
O
の
現
地
調
整
員
と
な
っ
た
。

そ
の
後
大
学
院
へ
進
学
し
、
チ
ャ
ド
で
の
調
査
を
続
け
て
き
た
が
、
N
G
O
の
職
員
で
あ
っ
た
頃
と

は
違
っ
た
興
味
が
出
現
し
て
き
た
。
そ
れ
は
、
人
の
生
き
方
・
生
き
様
へ
の
関
心
で
あ
る
。
そ
の
理

由
は
調
査
の
時
に
、
多
く
の
人
に
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
し
た
こ
と
に
あ
る
と
思
っ
て
い
る
。
N
G
O
時
代

に
も
同
様
の
関
心
が
な
か
っ
た
で
も
な
い
の
だ
が
、
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
「
回
し
て
く
」
た
め
に
、
個
々

の
人
の
人
生
に
ま
で
気
持
ち
が
傾
か
な
か
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

2
0
0
4
年
か
ら
2
0
0
8
年
ま
で
、
福
井
県
の
中
山
間
地
の
農
村
に
住
む
こ
と
に
な
っ
た
。
そ

の
理
由
は
、
私
が
「
町
の
子
」
で
あ
る
た
め
に
、
ア
フ
リ
カ
の
農
村
、
農
民
の
こ
と
を
理
解
で
き
な

い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
を
打
ち
消
す
た
め
で
あ
る
。
古
民
家
に
住
み
、
N
P
O

の
仕
事
を
し
な
が
ら
、
田
ん
ぼ
や
畑
を
耕
し
た
（
実
は
こ
れ
ら
も
N
P
O
事
業
の
一
環
で
あ
っ
た
）。

こ
の
時
、
集
落
に
住
む
お
母
さ
ん
、
お
父
さ
ん
た
ち
に
だ
い
ぶ
助
け
て
も
ら
っ
た
。
コ
メ
作
り
や
野

菜
づ
く
り
の
技
術
に
と
ど
ま
ら
ず
、
昔
話
、
町
へ
出
て
行
っ
た
子
供
の
話
、
雪
下
ろ
し
、
沢
庵
づ
く

り
な
ど
、
そ
れ
ぞ
れ
の
人
生
に
蓄
積
さ
れ
た
多
く
の
知
識
、
感
情
の
深
さ
と
面
白
さ
に
気
が
つ
い
た
。

［
注
1
］「
ノ
ケ
女
」
は
「
農
学
系
女
子
」

を
意
味
す
る
。



10

三
人
称

チ
ャ
ド
、
福
井
の
農
村
で
、
地
域
の
個
々
の
人
々
と
向
き
合
っ
た
経
験
を
、
ど
う
し
た
ら
面
白
い

研
究
に
結
び
つ
け
る
こ
と
が
で
き
る
か
。
つ
ま
り
、
私
の
経
験
を
客
観
化
で
き
る
か
を
考
え
始
め
た

の
は
つ
い
最
近
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
で
考
え
た
の
が
「
篤
農
家
」
の
研
究
で
あ
る
。
実
は
、
総
合

地
球
環
境
学
研
究
所
で
、
何
人
か
の
研
究
者
と
「
篤
農
家
」
の
話
題
で
盛
り
上
が
っ
て
い
た
こ
と
が

そ
の
基
盤
に
あ
る
。「
篤
農
家
」
研
究
は
私
の
専
売
特
許
で
は
な
く
、
研
究
仲
間
と
の
共
同
作
業
で
あ

る
。「

ど
こ
ど
こ
に
面
白
い
人
が
い
る
よ
」、
私
が
篤
農
家
研
究
を
し
て
い
る
と
知
っ
て
い
る
人
は
、
た

く
さ
ん
の
情
報
を
も
っ
て
き
て
く
れ
る
。
そ
れ
ら
の
す
べ
て
の
人
々
に
お
会
い
す
る
こ
と
は
到
底
無

理
な
こ
と
で
あ
る
が
、「
篤
農
家
」
は
ど
こ
に
で
も
い
る
こ
と
が
分
か
っ
て
き
た
。「
篤
農
家
」
の
辞

書
的
解
釈
は
「
農
業
に
熱
心
な
人
」
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
が
、私
が
考
え
る
「
篤
農
家
」
と
は
、

人
生
経
験
が
豊
か
な
人
々
だ
。
た
と
え
ば
農
業
以
外
の
仕
事
を
し
て
い
る
（
し
て
い
た
）
人
、
考
え

方
が
非
常
に
ユ
ニ
ー
ク
な
人
、
広
い
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
と
深
い
知
識
か
ら
独
自
の
や
り
方
を
考
案
す
る

人
。
そ
れ
ぞ
れ
が
持
つ
「
篤
農
家
」
的
側
面
は
多
様
で
あ
る
。

「
篤
農
家
」が
研
究
の
キ
ー
ワ
ー
ド
で
あ
る
が
、「
農
」だ
け
に
固
執
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。「
漁
」

で
も
よ
い
し
、「
林
」
で
も
よ
い
。
こ
れ
が
「
篤
農
家
」
に
括
弧
を
つ
け
る
理
由
で
あ
る
。
第
一
次
産

業
に
携
わ
り
つ
つ
、
周
囲
に
大
き
な
影
響
を
与
え
る
の
が
「
篤
農
家
」
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。

六
人
称

第
六
次
産
業
と
い
う
言
葉
が
最
近
流
行
っ
て
い
る
。
生
産
、
加
工
、
販
売
を
一
体
化
し
、
生
産
者
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が
イ
ニ
シ
ア
チ
ブ
を
と
れ
る
よ
う
に
す
る
の
が
産
業
の
六
次
化
の
目
的
で
あ
る
と
い
う
。
一
次
、
二

次
、
三
次
を
加
し
た
、
あ
る
い
は
乗
じ
た
結
果
の
六
次
化
は
、
主
に
経
済
的
側
面
か
ら
の
ア
プ
ロ
ー

チ
で
あ
る
と
私
は
考
え
て
い
る
。
た
だ
、
そ
の
過
程
で
、
地
域
社
会
へ
の
イ
ン
パ
ク
ト
、
携
わ
る
人
々

へ
の
精
神
的
文
化
的
イ
ン
パ
ク
ト
も
伴
う
も
の
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。

で
は
、先
に
述
べ
た
一
人
称
、二
人
称
、三
人
称
、す
な
わ
ち
私
の
経
験
、チ
ャ
ド
や
福
井
で
の
個
々

の
人
々
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
、
そ
し
て
「
篤
農
家
」
の
研
究
を
加
す
、
あ
る
い
は
乗
じ
る
六

人
称
の
研
究
も
あ
り
う
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

「
私
」
と
「
あ
な
た
」
の
や
り
と
り
の
中
か
ら
新
し
い
も
の
が
見
え
て
く
る
こ
と
が
六
人
称
の
研
究

の
理
想
で
あ
る
。
新
し
い
も
の
と
は
研
究
上
の
「
発
見
」
だ
け
で
は
な
い
。
研
究
を
な
り
わ
い
と
し

な
い
人
々
も
、そ
れ
ぞ
れ
の
「
発
見
」
を
す
る
こ
と
が
大
切
だ
と
思
う
。「
発
見
」
は
大
げ
さ
な
の
で
、

「
ヒ
ン
ト
」
く
ら
い
の
感
覚
で
ち
ょ
う
ど
よ
い
か
も
し
れ
な
い
。

ど
ん
な
「
ヒ
ン
ト
」、
ど
ん
な
「
発
見
」
が
怒
田
か
ら
湧
い
て
く
る
の
か
。
そ
の
た
め
に
は
、「
足

し
げ
く
通
わ
な
け
れ
ば
な
あ
」
と
い
う
プ
レ
ッ
シ
ャ
ー
を
日
々
の
仕
事
を
し
な
が
ら
感
じ
て
い
る
。

期
待
と
不
安
が
入
り
混
じ
る
。
50
歳
を
超
え
て
こ
ん
な
こ
と
を
考
え
て
い
る
私
を
、
怒
田
の
人
生
の

大
先
輩
た
ち
は
ど
う
思
う
の
で
あ
ろ
う
か
。
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「
木
を
植
え
た
男
」（
ジ
ャ
ン
・
ジ
オ
ノ
著
）
と
い
う
物
語
が
あ
る
。
ひ
と
り
の
初
老
の
男
が
人
も

住
ま
な
く
な
っ
た
荒
野
に
長
年
に
わ
た
っ
て
一
本
ず
つ
木
を
植
え
て
い
く
。
30
年
余
り
が
過
ぎ
そ
こ

に
は
広
大
な
森
林
が
戻
り
、
人
び
と
も
再
び
暮
ら
し
始
め
る
よ
う
に
な
る
と
い
う
話
し
だ
。
怒
田
集

落
に
は
氏
原
学
さ
ん
と
い
う
方
が
住
ん
で
い
る
。
私
は
氏
原
さ
ん
の
活
動
を
み
て
い
て
、
彼
は
「
木

を
伐
る
男
」
だ
と
思
う
。

集
落
の
な
か
で
大
き
く
育
っ
た
杉
や
桧
が
あ
る
と
、
そ
の
持
ち
主
に
伐
採
し
て
も
い
い
か
掛
け
あ

う
。
許
し
が
で
る
と
何
人
か
の
仲
間
を
集
め
て
伐
っ
て
い
く
。
木
々
は
、
か
つ
て
田
畑
だ
っ
た
と
こ

ろ
に
、
高
齢
で
体
が
動
か
な
く
な
っ
た
住
民
や
都
市
へ
出
て
い
く
住
民
に
よ
っ
て
植
え
ら
れ
た
も
の

だ
。
育
て
ば
少
し
は
収
入
に
な
る
と
期
待
さ
れ
て
い
た
。
何
十
年
か
た
ち
木
は
大
き
く
育
っ
た
が
、

今
日
で
は
木
材
の
値
打
ち
は
す
っ
か
り
な
く
な
っ
た
。
逆
に
日
陰
を
つ
く
り
、害
獣
の
隠
れ
場
と
な
っ

て
厄
介
者
あ
つ
か
い
さ
れ
て
い
る
。
家
屋
は
黒
々
と
し
た
高
い
杉
や
桧
に
埋
も
れ
、
隣
の
家
や
田
畑

も
見
え
な
く
な
っ
て
い
る
。

親
が
汗
水
流
し
、
苦
労
し
て
植
え
た
木
を
伐
る
に
は
忍
び
な
い
と
、
伐
採
を
拒
む
住
民
が
多
い
。

そ
れ
で
も
氏
原
さ
ん
は
粘
り
強
く
、
こ
と
あ
る
ご
と
に
伐
採
を
お
願
い
し
て
い
る
。
杉
や
桧
ば
か
り

で
な
い
。
集
落
に
は
び
こ
り
、
幅
を
き
か
せ
て
い
る
孟
宗
竹
も
伐
る
［
写
真
1
］。
耕
作
放
棄
さ
れ
た
田

畑
に
茂
る
雑
草
木
も
刈
っ
て
開
墾
す
る
。
集
落
内
の
田
畑
を
で
き
る
だ
け
維
持
し
た
い
の
だ
。

「
木
を
植
え
た
男
」
は
、（
お
そ
ら
く
）
伐
採
さ
れ
荒
野
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
と
こ
ろ
に
か
つ
て
の

［
写
真
1
］

孟
宗
竹
（
モ
ウ
ソ
ウ
チ
ク
）
を
伐
採
中
。

竹
は
稲
を
干
す
は
さ
掛
け
に
使
う

巻
き
込
み
、
巻
き
込
こ
ま
れ
る
： 

市
川

　
昌
広

「
木
を
伐
る
男
」
氏
原
学
さ
ん
と
高
知
大
学

2
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森
を
と
り
戻
そ
う
と
し
た
。「
木
を
伐
る
男
」
氏
原
さ
ん
も
か
つ
て
の
景
色
を
と
り
戻
そ
う
と
し
て
い

る
。
住
民
が
ま
だ
た
く
さ
ん
い
た
こ
ろ
の
田
畑
の
広
々
と
し
た
景
色
で
あ
る
。

怒
田
で
は
、
今
で
こ
そ
お
も
に
高
齢
者
70
人
ほ
ど
が
細
々
と
暮
ら
し
て
い
る
が
、
60
年
ほ
ど
前
は

3
0
0
人
余
り
が
住
ん
で
い
た
。
木
材
を
伐
り
出
し
、
炭
を
焼
き
、
蚕
を
飼
い
、
米
を
作
っ
て
い
た
。

今
日
、
集
落
ま
わ
り
の
黒
々
と
し
た
杉
や
桧
の
林
の
ほ
と
ん
ど
は
田
畑
だ
っ
た
。
移
住
を
希
望
す
る

人
が
現
れ
て
も
、
田
畑
や
道
が
荒
れ
て
い
て
は
移
り
住
む
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
う
氏
原
さ
ん
は
言

い
な
が
ら
、
他
人
の
杉
や
桧
を
伐
り
、
他
人
の
耕
作
放
棄
地
の
草
木
を
刈
り
、
耕
し
て
い
る
。

ふ
た
り
の
男
の
違
い
は
、「
木
を
植
え
た
男
」
は
た
っ
た
一
人
で
ひ
た
す
ら
木
を
植
え
た
の
に
対
し

て
、
氏
原
さ
ん
は
高
知
大
学
の
教
員
や
学
生
を
つ
ぎ
つ
ぎ
と
巻
き
込
ん
で
い
っ
た
点
だ
。

氏
原
さ
ん
と
の
出
会
い

私
が
怒
田
を
初
め
て
訪
れ
、
氏
原
さ
ん
に
会
っ
た
の
は
2
0
0
9
年
4
月
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
高

知
大
学
に
赴
任
し
、
ほ
ど
な
く
し
て
怒
田
を
訪
れ
た
。
怒
田
へ
は
谷
底
を
走
る
国
道
か
ら
、
急
斜
面

に
つ
い
た
道
を
上
っ
て
い
く
。
少
し
傾
斜
が
緩
や
か
に
な
る
中
腹
に
い
た
る
と
視
界
が
開
け
る
。
標

高
4
0
0
〜
5
0
0
ｍ
の
傾
斜
地
に
家
々
が
建
ち
、
棚
田
が
広
が
る
集
落
が
形
成
さ
れ
て
い
る
。
そ

の
背
景
に
は
、
谷
を
挟
ん
だ
対
岸
に
い
く
つ
か
の
集
落
が
点
々
と
し
て
い
る
。
高
知
市
か
ら
自
動
車

で
わ
ず
か
一
時
間
ほ
ど
の
山
の
中
に
、
今
で
も
こ
う
し
た
景
色
を
保
ち
な
が
ら
営
ま
れ
て
い
る
暮
ら

し
が
あ
る
こ
と
に
強
い
感
銘
を
受
け
た
。
こ
こ
で
研
究
し
よ
う
と
最
初
の
訪
問
で
決
め
た
。

私
は
、
耕
作
放
棄
地
が
増
え
て
い
る
こ
と
を
説
明
す
る
氏
原
さ
ん
に
、
畑
仕
事
を
す
る
た
め
に
放

棄
地
を
借
り
ら
れ
る
か
を
尋
ね
た
。
そ
れ
ま
で
私
は
マ
レ
ー
シ
ア
で
農
村
研
究
を
お
こ
な
っ
て
き
た
。

そ
こ
で
の
調
査
は
、
村
人
の
家
に
住
ま
わ
し
て
も
ら
い
、
彼
ら
の
仕
事
を
手
伝
い
な
が
ら
お
こ
な
う
。
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怒
田
の
暮
ら
し
の
基
本
で
あ
る
農
業
を
、
真
似
事
で
も
や
っ
て
み
る
こ
と
は
私
に
と
っ
て
は
自
然
で

あ
っ
た
。
私
の
問
い
に
氏
原
さ
ん
は
、
学
生
で
何
か
作
物
を
作
り
た
い
の
な
ら
い
く
ら
で
も
使
っ
て

か
ま
わ
な
い
と
答
え
る
。
氏
原
さ
ん
は
、
以
前
、
高
知
大
学
の
事
務
職
と
し
て
長
年
働
い
て
い
て
、

退
職
後
に
生
ま
れ
育
っ
た
怒
田
に
Ｕ
タ
ー
ン
し
た
。
大
学
勤
め
の
経
験
か
ら
、
そ
ん
な
こ
と
を
す
る

の
は
時
間
が
あ
り
、
も
の
好
き
な
学
生
だ
と
考
え
た
よ
う
だ
。
学
生
で
は
な
く
、
私
が
や
り
た
い
旨

を
伝
え
る
と
、
怪
訝
そ
う
な
顔
を
し
な
が
ら
も
「
い
い
で
す
よ
」
と
い
う
。

こ
の
よ
う
に
私
は
、
怒
田
の
人
々
が
代
々
に
わ
た
っ
て
創
り
あ
げ
て
き
た
景
色
と
、
そ
れ
を
維
持

し
た
い
と
い
う
氏
原
さ
ん
の
活
動
に
巻
き
込
ま
れ
た
。
そ
の
後
、
何
回
か
怒
田
を
訪
れ
、
五
月
に
は

放
棄
さ
れ
て
い
た
小
さ
な
水
田
あ
と
を
あ
て
が
っ
て
い
た
だ
い
た
。
刈
払
い
機
で
雑
草
木
を
刈
り
、

耕
耘
機
で
耕
す
な
ど
氏
原
さ
ん
の
指
導
の
下
、
開
墾
し
、
イ
モ
や
カ
ブ
、
葉
菜
な
ど
を
植
付
け
た
。

氏
原
さ
ん
は
、
私
か
ら
の
や
や
意
外
な
申
し
出
に
答
え
て
畑
を
提
供
し
て
く
れ
た
。
私
も
わ
ず
か
な

が
ら
氏
原
さ
ん
を
巻
き
込
ん
だ
こ
と
に
な
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

景
色
作
り
に
人
を
巻
き
込
む

そ
の
後
も
氏
原
さ
ん
に
は
、
私
や
私
が
連
れ
て
い
っ
た
学
生
が
お
世
話
に
な
っ
た
。
二
年
も
過
ぎ

る
と
だ
い
ぶ
怒
田
集
落
に
も
な
じ
み
が
で
き
て
き
た
。
当
時
、
大
豊
町
は
現
金
収
入
源
と
し
て
薬
草

栽
培
の
普
及
に
力
を
入
れ
始
め
て
い
た
。
ミ
シ
マ
サ
イ
コ
と
い
う
薬
草
だ
が
、
発
芽
率
が
低
い
こ
と

や
発
芽
後
す
ぐ
に
枯
れ
て
し
ま
う
こ
と
が
課
題
に
な
っ
て
い
た
。
ひ
と
り
の
四
年
生
の
学
生
が
卒
業

研
究
と
し
て
そ
の
栽
培
を
試
し
て
み
た
い
と
い
う
［
写
真
2
］。
栽
培
実
験
な
の
で
一
畝
（
一
ア
ー
ル
）

も
あ
れ
ば
十
分
だ
。
氏
原
さ
ん
に
頼
ん
で
も
う
ひ
と
つ
畑
を
借
り
る
こ
と
に
し
た
。

氏
原
さ
ん
の
動
き
は
い
つ
も
素
早
い
。「
で
は
、
こ
こ
で
」
と
さ
っ
そ
く
耕
耘
機
を
耕
作
放
棄
地
に

［
写
真
2
］

ミ
シ
マ
サ
イ
コ
を
栽
培
す
る
畑
の
準
備

中
。
奥
が
氏
原
さ
ん
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入
れ
、
あ
れ
よ
と
い
う
間
に
五
畝
ほ
ど
の
畑
を
準
備
し
て
し
ま
っ
た
。
私
は
当
時
、
農
学
部
に
所
属

し
て
い
た
が
、
本
格
的
な
作
物
栽
培
に
は
ほ
と
ん
ど
な
じ
み
が
な
か
っ
た
。
条
件
さ
え
整
え
て
や
れ

ば
、
う
ま
く
育
つ
だ
ろ
う
く
ら
い
に
考
え
て
い
た
。
五
畝
が
ど
の
く
ら
い
広
い
の
か
も
わ
か
っ
て
い

な
か
っ
た
。

ミ
シ
マ
サ
イ
コ
は
成
長
が
遅
い
う
え
に
、
薬
草
な
の
で
除
草
剤
が
使
え
な
い
。
手
除
草
を
夏
場
ま

で
根
気
よ
く
や
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
九
月
ご
ろ
ま
で
は
大
学
で
の
仕
事
の
合
間
を
ぬ
っ
て
、
週
一
回

ほ
ど
怒
田
を
訪
れ
、草
引
き
を
繰
り
返
す
。
汗
が
し
た
た
り
落
ち
、へ
ば
る
私
を
見
て
氏
原
さ
ん
は「
農

業
も
な
か
な
か
大
変
で
し
ょ
う
」
と
に
や
に
や
し
て
言
う
。

氏
原
さ
ん
は
、
自
身
の
目
指
す
景
色
作
り
に
人
を
巻
き
込
ん
で
い
く
。
田
畑
は
、
流
し
た
汗
の
分

に
相
応
し
た
景
色
と
な
る
。
私
や
学
生
が
流
し
た
汗
が
そ
れ
な
り
の
景
色
を
つ
く
る
。
す
る
と
形
成

さ
れ
た
そ
の
景
色
が
ま
た
氏
原
さ
ん
を
巻
き
込
ん
で
い
く
。

私
は
農
学
部
の
同
僚
の
何
人
か
に
声
を
か
け
怒
田
に
誘
っ
た
。
さ
ま
ざ
ま
な
専
門
を
持
つ
教
員
と

そ
の
学
生
ら
が
、
い
く
つ
か
の
試
み
を
す
る
こ
と
に
な
る
。
新
た
な
稲
作
技
術
の
導
入
、
新
た
な
生

産
物
と
し
て
ブ
ル
ー
ベ
リ
ー
栽
培
の
普
及
、
小
水
力
発
電
、
放
棄
農
地
の
雑
草
管
理
の
た
め
の
ヤ
ギ

の
導
入
な
ど
で
あ
る
［
注
1
］。

木
を
伐
る
男
の
「
か
け
ひ
き
」

お
そ
ら
く
、
そ
の
こ
ろ
か
ら
氏
原
さ
ん
の
怒
田
で
の
取
り
組
み
方
も
、
少
し
変
化
し
て
き
た
の
で

は
な
か
ろ
う
か
。
Ｕ
タ
ー
ン
し
た
当
初
、
氏
原
さ
ん
は
生
ま
れ
育
っ
た
故
郷
の
過
疎
・
高
齢
化
を
目

の
あ
た
り
に
し
た
。
住
民
た
ち
は
、
こ
れ
で
怒
田
も
終
わ
り
と
集
落
の
継
続
を
あ
き
ら
め
た
表
情
を

し
て
い
る
。
ど
う
に
か
な
ら
ぬ
も
の
か
と
、
高
知
大
学
で
農
村
経
済
学
を
専
門
と
す
る
教
員
に
相
談

［
注
1
］
怒
田
で
の
高
知
大
学
に
よ
る
取

り
組
み
の
概
要
に
つ
い
て
は
、
市
川
・

松
本
（
2
0
1
6
）
を
参
照
。
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を
も
ち
か
け
た
。
最
初
は
、
も
し
教
員
や
学
生
が
怒
田
を
訪
れ
て
何
か
活
動
を
し
て
も
ら
え
ば
、
年

寄
り
た
ち
も
少
し
は
元
気
づ
く
だ
ろ
う
く
ら
い
の
気
持
ち
だ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
や
る
気
の
あ
る
学

生
や
教
員
に
逆
に
感
化
さ
れ
た
。
た
ん
に
年
寄
り
を
喜
ば
せ
る
だ
け
で
な
く
、
本
気
に
な
っ
て
怒
田

の
継
続
を
考
え
る
よ
う
に
な
っ
た
。

怒
田
で
は
、
高
齢
だ
が
体
の
動
く
お
ば
ち
ゃ
ん
た
ち
が
、
細
々
と
で
は
あ
る
が
田
畑
を
耕
し
、
農

産
物
を
作
っ
て
い
る
。
彼
女
ら
と
生
産
者
グ
ル
ー
プ
を
作
り
、農
産
品
を
高
知
市
の
日
曜
市（
街
路
市
）

で
売
る
よ
う
に
な
る
［
写
真
3
］。
大
学
と
協
働
で
助
成
財
団
か
ら
資
金
を
得
て
、
さ
ら
な
る
集
落
整
備

を
進
め
る
。
集
落
を
越
え
た
地
域
づ
く
り
を
促
す
高
知
県
の
事
業
に
も
挑
戦
す
る
。
大
学
生
も
そ
れ

ら
に
実
習
や
卒
業
研
究
な
ど
で
か
か
わ
っ
て
い
く
。

学
生
の
な
か
に
は
氏
原
さ
ん
の
活
動
に
興
味
を
持
ち
、
自
主
的
に
怒
田
に
通
い
出
す
者
が
出
て
く

る
。
学
生
団
体
を
作
り
さ
ら
に
積
極
的
に
活
動
し
だ
す
。
彼
ら
は
耕
作
放
棄
地
を
開
墾
し
、
農
作
物

を
作
る
。
さ
ら
に
そ
れ
ら
を
加
工
し
、
商
品
化
し
て
販
売
し
て
み
る
。
こ
こ
で
も
氏
原
さ
ん
の
巻
き

込
み
、
巻
き
込
ま
れ
が
み
ら
れ
る
。
若
い
学
生
と
の
「
か
け
ひ
き
」
を
心
底
楽
し
ん
で
い
る
。

今
で
は
三
年
前
に
新
設
さ
れ
た
地
域
協
働
学
部
の
学
生
た
ち
も
実
習
で
足
し
げ
く
怒
田
に
通
っ
て

い
る
。
こ
こ
数
年
の
間
に
、
学
生
の
こ
ろ
か
ら
怒
田
に
関
わ
っ
て
き
た
三
人
が
、
卒
業
後
に
移
住
し

て
き
た
。
集
落
の
か
つ
て
の
景
色
の
再
生
を
夢
み
た
「
木
を
伐
る
男
」
氏
原
さ
ん
。
彼
に
巻
き
込
ま

れ
た
人
が
反
応
し
、
そ
れ
が
氏
原
さ
ん
を
巻
き
込
む
。
そ
の
繰
り
返
し
、
す
な
わ
ち
巻
き
込
み
、
巻

き
込
ま
れ
度
合
い
の
高
ま
り
が
地
域
を
活
性
化
さ
せ
て
い
っ
て
い
る
。

参
考
文
献

 

ジ
ャ
ン
・
ジ
オ
ノ
（
2
0
1
5
）『
木
を
植
え
た
男
』
あ
す
な
ろ
書
房
（Jean G

iono. L' hom
m

e qui plantait des arbres.　

寺
岡
襄
訳
）

市
川
昌
広
・
松
本
美
香
編
（
2
0
1
6
）『「
ニ
ュ
ー
ズ
レ
タ
ー
ぬ
た
た
」
の
歩
み
』
高
知
大
学

［
写
真
3
］

日
曜
市
に
出
店
。
毎
週
、
学
生
が
手
伝

い
に
来
る
。
右
か
ら
4
人
目
が
氏
原
さ

ん

杉ノ大杉（特別天然記念物）。
二株の大杉からなり、別名「夫
婦杉」とも呼ばれている。
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2
0
1
6
年
7
月
、
わ
た
し
は
研
究
仲
間
の
石
山
さ
ん
と
寺
田
さ
ん
と
と
も
に
、
高
知
県
長
岡
郡

大
豊
町
に
訪
れ
た
。
高
知
県
に
来
た
の
は
こ
の
と
き
が
は
じ
め
て
だ
っ
た
。

転
勤
が
そ
こ
そ
こ
あ
っ
た
父
だ
っ
た
。
わ
た
し
は
幼
少
期
に
暮
ら
し
た
名
古
屋
で
の
記
憶
が
あ
ま

り
な
く
、
そ
の
後
引
っ
越
し
た
東
京
や
千
葉
で
の
暮
ら
し
が
鮮
明
で
、
ひ
と
ま
ず
実
家
が
あ
る
千
葉

が
わ
た
し
の
故
郷
と
な
っ
て
い
る
。
故
郷
を
「
ふ
る
さ
と
」
と
書
く
と
少
し
馴
染
み
が
で
て
く
る
か

も
し
れ
な
い
。
た
だ
、
わ
た
し
に
と
っ
て
の
「
ふ
る
さ
と
」
は
地
に
足
が
つ
い
て
い
な
い
。
幼
少
・

少
年
時
代
の
記
憶
は
か
な
り
薄
れ
、
も
し
く
は
引
っ
越
し
に
よ
る
も
の
か
、
わ
た
し
の
ふ
る
さ
と
的

な
価
値
観
は
ど
こ
か
お
ぼ
つ
か
な
い
。
方
言
で
話
す
人
や
地
元
の
食
べ
物
に
つ
い
て
話
が
で
き
る
人

に
会
う
と
、「
こ
の
人
は
ひ
と
つ
の
大
地
の
上
に
ち
ゃ
ん
と
ふ
る
さ
と
が
あ
る
ん
だ
な
」
と
思
う
。

さ
て
、
高
知
県
の
郷
土
料
理
の
ひ
と
つ
が
皿
鉢
（
さ
わ
ち
）
料
理
［
写
真
１
］。
皿
鉢
料
理
は
大
皿
に
寿

司
や
煮
物
、
揚
げ
物
な
ど
が
盛
り
付
け
ら
れ
、「
ハ
レ
」
の
日
の
料
理
と
し
て
振
舞
わ
れ
る
。
わ
た
し

が
言
う
こ
と
で
は
な
い
が
、
皿
鉢
料
理
は
酒
の
肴
と
し
て
よ
い
。
大
食
い
の
わ
た
し
が
い
て
も
、
数
時

間
の
談
話
に
た
え
る
ほ
ど
の
ボ
リ
ュ
ー
ム
だ
。
は
じ
め
て
訪
れ
た
高
知
視
察
の
際
に
氏
原
学
さ
ん
宅
で

皿
鉢
料
理
を
食
べ
る
機
会
に
恵
ま
れ
た
。
そ
の
後
、何
度
か
高
知
県
に
訪
れ
、皿
鉢
料
理
を
食
べ
な
が
ら
、

「
ふ
る
さ
と
に
帰
っ
て
き
た
と
い
う
こ
と
は
こ
う
い
う
こ
と
な
の
か
な
」
と
、
ふ
と
思
う
。

地
域
の
「
た
め
の
」
研
究
を
模
索
す
る 

三
村

　
豊

3

［
写
真
1
］

皿
鉢
料
理
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「
ぬ
た
」
の
ア
ク
セ
ン
ト

「
三
村
さ
ん
、
正
し
く
は
『
ぬ
た
』
で
は
な
く
て
『
ぬ
た
』
な
ん
で
す
よ
」

ふ
る
さ
と
に
は
食
と
同
様
に
方
言
も
欠
か
せ
な
い
。

氏
原
学
さ
ん
と
の
縁
あ
っ
て
紹
介
し
て
も
ら
っ
た
田
畑
勇
太
さ
ん
［
写
真
2
］
に
「
ぬ
た
」
の
ア
ク
セ

ン
ト
に
つ
い
て
指
摘
さ
れ
た
。
は
ず
か
し
い
と
思
っ
た
。
と
同
時
に
、
怒
田
を
少
し
身
近
に
感
じ
ら

れ
て
嬉
し
か
っ
た
。

田
畑
勇
太
さ
ん
は
高
知
大
学
を
卒
業
後
、
2
0
1
4
年
に
怒
田
集
落
に
夫
婦
で
移
住
し
た
I
タ
ー

ン
者
（
写
真
２
）。
田
畑
勇
太
さ
ん
自
身
も
最
初
は
『
ぬ
た
』
と
言
っ
て
い
た
と
い
う
。

日
本
の
方
言
の
研
究
は
か
な
り
豊
富
に
あ
る
。
東
京
と
京
都
の
ア
ク
セ
ン
ト
が
逆
に
な
る
こ
と
は

よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
東
京
で
は
「
橋
」
を
ハ
シ
、「
箸
」
を
ハ
シ
と
発
音
し
、一
方
京
都
で
は
、「
橋
」

を
ハ
シ
、「
箸
」
を
ハ
シ
と
な
る
（
井
上
・
木
部
、
2
0
1
7
、p.134

）。
言
葉
の
ア
ク
セ
ン
ト
は
、

文
字
の
上
線
が
高
く
な
り
、
そ
れ
以
外
が
低
く
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
東
京
式
ア
ク
セ
ン
ト
と
近

畿
式
ア
ク
セ
ン
ト
の
違
い
で
、
そ
の
境
界
は
服
部
四
郎
に
よ
る
と
愛
知
県
の
長
島
と
三
重
県
の
桑
名

と
さ
れ
て
い
る
（
木
部
ほ
か
、
2
0
1
4
、pp.36-37

）。
愛
知
県
東
海
市
出
身
の
田
畑
勇
太
さ
ん
と

関
東
を
ふ
る
さ
と
と
す
る
わ
た
し
は
、
ど
う
や
ら
東
京
式
ア
ク
セ
ン
ト
に
属
す
。
そ
の
た
め
、
近
畿

式
ア
ク
セ
ン
ト
に
属
す
高
知
県
の
発
音
と
逆
に
な
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
東
京
式
ア
ク
セ
ン
ト
の

『
ぬ
た
』
で
は
な
く
て
、
近
畿
式
ア
ク
セ
ン
ト
の
『
ぬ
た
』。
忘
れ
ず
に
覚
え
て
お
こ
う
。

地
域
の
言
葉
は
じ
つ
に
面
白
い
。
文
献
資
料
の
表
記
に
関
し
て
は
、
当
時
の
識
字
率
に
よ
っ
て
左

右
さ
れ
や
す
い
。
し
か
し
、
発
音
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
口
伝
え
に
よ
っ
て
残
さ
れ
た
『
ぬ
た
』
は
、

遠
い
過
去
の
怒
田
集
落
の
住
民
と
ア
ク
セ
ン
ト
と
い
う
音
の
世
界
で
つ
な
が
れ
る
。

［
写
真
2
］

田
畑
勇
太
さ
ん
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素
朴
な
疑
問

「
怒
田
」
と
書
い
て
、「
ぬ
た
」
と
読
む
。
怒
田
表
記
の
由
来
に
つ
い
て
は
定
か
で
は
な
い
。
古
く
は
、

「
布
田
」と
記
さ
れ
、長
宗
我
部
地
検
帳［
注
1
］で
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る（
川
村
、1
9
5
9
、p.478

）。

長
宗
我
部
地
検
帳
は
天
正
15
年
（
1
5
8
7
）
か
ら
天
正
18
年
（
1
5
9
0
）
に
ほ
ぼ
完
成
し
、
土

地
所
有
や
保
有
な
ど
豊
臣
政
権
期
に
長
宗
我
部
元
親
が
お
こ
な
っ
た
土
佐
一
国
の
総
検
地
帳
の
記
録

で
あ
る
。「
布
田
」表
記
に
つ
い
て
は
、豊
永
郷
の
記
録
が
天
正
16
年（
1
5
8
8
）に
完
成
し
て
お
り
、

2
0
1
8
年
の
現
在
か
ら
4
3
0
年
前
の
資
料
ま
で
遡
る
こ
と
が
で
き
る
。
長
宗
我
部
地
検
帳
の
検

地
帳
名
に
は
、
郷
、
庄
、
文
、
村
、
名
な
ど
た
く
さ
ん
の
呼
称
で
記
載
さ
れ
、
近
世
の
太
閤
検
地
の

よ
う
な
村
制
度
で
統
一
さ
れ
た
検
地
帳
と
は
異
な
る
。
し
か
し
な
が
ら
、大
脇
（
1
9
6
0
）
は
「
土

佐
に
お
け
る
近
世
的
行
政
地
域
の
基
礎
づ
け
が
、
こ
の
検
地
に
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。」（pp.38-39

）

と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
中
世
の
村
落
に
お
け
る
地
域
単
位
か
ら
近
世
の
藩
政
村
へ
の
足
が
か
り
と

し
て
資
料
的
価
値
は
高
い
。

言
わ
ず
も
が
な
、
長
宗
我
部
地
検
帳
は
現
在
の
文
字
と
は
異
な
り
、
く
ず
し
字
の
た
め
閲
読
に
は

少
々
の
ス
キ
ル
を
有
す
る
。
文
字
だ
け
の
確
認
で
あ
れ
ば
、『
大
豊
町
史　

古
代
近
世
編
』
で
「
布
田
」

の
字
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
た
め
、
ぜ
ひ
、
調
べ
て
ほ
し
い
。
と
、
言
う
の
も
、
大
豊
町
史
は

大
豊
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
無
料
に
参
照
す
る
こ
と
が
で
き
、
上
下
巻
合
わ
せ
て
2
0
0
0
ペ
ー
ジ
ほ

ど
に
な
る
。
よ
そ
者
の
わ
た
し
で
も
容
易
に
大
豊
町
町
民
の
豊
か
な
暮
ら
し
を
支
え
る
歴
史
や
文
化
、

政
治
、
産
業
な
ど
の
一
端
に
触
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。

「
な
ぜ
、こ
の
地
域
は『
怒
田
』と
呼
ば
れ
る
の
で
す
か
？
」と
氏
原
学
さ
ん
に
問
う
た
こ
と
が
あ
る
。

「
こ
の
地
域
は
地
す
べ
り
が
多
く
、
土
砂
災
害
が
多
か
っ
た
こ
と
で
田
ん
ぼ
が
怒
っ
て
い
る
こ
と
か

ら
」
と
氏
原
学
さ
ん
は
答
え
て
く
れ
た
。

［
注
1
］
長
宗
我
部
地
検
帳
の
原
本

は
、
文
化
庁
が
運
営
す
る
文
化
遺
産
オ

ン
ラ
イ
ン
（http://bunka.nii.ac.jp/

index.php

）
に
よ
る
と
高
知
県
立
歴
史

民
俗
資
料
館
に
保
管
さ
れ
て
い
る
。
土

佐
七
郡
全
域
に
わ
た
る
3
6
8
冊
が
現

存
す
る
。
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大
豊
町
は
、
断
層
運
動
に
よ
り
砕
か
れ
た
岩
石
が
一
定
幅
の
断
層
を
形
成
し
て
い
る
こ
と
や
高
知

県
の
な
か
で
も
と
く
に
多
雨
地
帯
な
た
め
、
全
国
で
も
有
数
の
地
す
べ
り
地
帯
。
地
す
べ
り
に
つ
い

て
も
っ
と
も
古
い
記
録
は
、
安
政
元
年
（
1
8
5
4
）
の
安
政
南
海
地
震
と
さ
れ
て
い
る
（
国
土
交

通
省
四
国
地
方
整
備
局
、
2
0
1
4
、p.2

）。

文
献
で
遡
る
こ
と
4
0
0
年
近
く
昔
に
な
る
と
、
事
実
を
証
明
す
る
こ
と
は
な
か
な
か
困
難
で
あ

る
が
、
他
方
で
、
歴
史
を
紐
解
く
楽
し
さ
で
も
あ
る
。
調
査
結
果
は
一
朝
一
夕
に
は
い
か
な
い
。
現

段
階
で
は
原
本
の
確
認
が
で
き
て
な
く
不
完
全
な
結
果
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
が
、
以
下
に
問
い
と
仮

説
と
し
て
ま
と
め
て
お
き
た
い
。

１
．「
布
田
」
の
由
来
は
な
に
か
？

「
布
田
」
の
由
来
は
、「
山
の
斜
面
に
布
の
よ
う
に
田
が
広
が
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
」
と
も
さ
れ
て
い
る

（
朝
日
新
聞
、
2
0
1
1
、p.22

）。
し
か
し
な
が
ら
、「
布
の
よ
う
に
田
が
広
が
る
」
と
い
う
見
立
て
に

馴
染
め
な
い
と
こ
ろ
も
あ
る
。
当
時
の
怒
田
集
落
は
今
と
変
わ
ら
ず
に
棚
田
が
拡
が
っ
て
い
た
［
写
真
3
］、

そ
の
象
徴
と
し
て
の
「
田
」
は
予
想
で
き
る
が
、「
布
」
の
字
が
あ
て
ら
れ
た
の
は
な
ぜ
だ
ろ
う
か
。

わ
た
し
は
楮
（
こ
う
ぞ
）
を
材
料
と
す
る
「
太
布
［
注
2
］」
か
ら
「
布
」
の
字
が
あ
て
ら
れ
た
の
で
は

な
い
か
と
予
想
し
て
い
る
。
材
料
と
な
る
楮
の
栽
培
は
、
傾
斜
面
の
日
当
た
り
が
よ
く
、
昼
夜
の
寒
暖

差
が
大
き
い
こ
と
で
良
質
の
も
の
が
育
つ
。
怒
田
集
落
は
良
質
な
楮
を
栽
培
す
る
環
境
条
件
と
一
致
す

る
た
め
、
か
つ
て
は
「
布
」
の
材
料
と
な
る
楮
の
産
地
が
あ
っ
て
、
そ
れ
に
由
来
し
て
い
る
の
で
は
な

い
か
。「
棚
田
と
布
が
集
落
の
資
源
」
と
思
っ
て
し
ま
う
の
は
す
こ
し
美
し
す
ぎ
る
だ
ろ
う
か
。

２
．
い
つ
ま
で
、「
布
田
」
と
表
記
さ
れ
て
い
た
の
か
？

「
布
田
」
と
表
記
さ
れ
て
い
た
の
は
、
現
在
わ
か
っ
て
い
る
範
囲
で
天
正
16
年
（
1
5
8
8
）
の
長

［
注
2
］
現
在
、
楮
か
ら
糸
を
紡
ぐ
技
法

は
、
徳
島
県
那
賀
郡
那
賀
町
の
「
阿
波

太
布
製
造
技
法
保
存
伝
承
会
」
の
み
太

布
織
り
が
継
承
さ
れ
て
い
る
。

［
写
真
3
］

棚
田
が
拡
が
る
怒
田
集
落
の
風
景
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宗
我
部
地
検
帳
が
も
っ
と
も
古
い
資
料
で
あ
る
。
ひ
と
ま
ず
、
そ
れ
以
降
の
年
代
に
作
ら
れ
た
資
料

を
探
す
必
要
が
あ
る
。
参
照
し
た
い
資
料
は
、『
元
禄
郷
帳
』、『
寛
保
郷
帳
（
御
国
七
郡
郷
村
牒
も
し

く
は
土
佐
国
七
郡
郷
村
帳
）』、『
天
保
郷
帳
』、『
郷
村
高
帳
』、『
地
方
行
政
区
画
便
覧
』
な
ど
が
あ
げ

ら
れ
る
。
も
う
ひ
と
つ
は
絵
図
で
あ
る
。
上
記
の
郷
帳
で
は
絵
図
が
上
納
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
多
く
、

表
記
を
探
る
手
が
か
り
と
な
る
だ
ろ
う
。

ま
ず
、『
元
禄
郷
帳
（
1
7
0
0–

1
7
0
2
）』
は
確
認
し
た
い
。『
高
知
県
の
地
名
日
本
歴

史
地
名
体
系
40
』
に
よ
れ
ば
、「
ぬ
た
村
」
と
表
記
さ
れ
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
（
平
凡
社
地
方

資
料
セ
ン
タ
ー
、
1
9
9
3
、p.694

）。
ま
た
、
同
書
の
怒
田
村
の
解
説
欄
で
「
土
佐
州
郡
志

（
1
7
0
4–

1
7
1
1
）」
に
、「
奴
田
村
」
と
記
さ
れ
て
い
た
と
さ
れ
る
（
平
凡
社
地
方
資
料
セ
ン

タ
ー
、
1
9
9
3
、p.235

）。
た
だ
、
別
の
書
籍
で
は
、「
怒
田
村
」
と
も
書
か
れ
て
お
り
、
古
文
書

を
確
認
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

以
上
、
地
名
の
由
来
と
表
記
に
つ
い
て
思
う
と
こ
ろ
を
整
理
し
た
。
仮
説
を
立
て
る
こ
と
は
研
究

を
進
め
る
第
一
歩
で
も
あ
る
。
ま
だ
ま
だ
研
究
・
調
査
不
足
な
点
は
否
め
な
い
が
、
今
後
の
研
究
課

題
と
し
て
了
承
し
て
ほ
し
い
。

地
域
の
「
た
め
の
」
研
究

学
術
書
と
は
、
客
観
的
な
事
実
に
基
づ
い
た
研
究
成
果
を
ま
と
め
た
も
の
だ
。
で
は
、
こ
れ
ま
で

の
わ
た
し
の
拙
文
は
い
か
が
な
も
の
か
。「
ぬ
た
」
の
ア
ク
セ
ン
ト
で
言
え
ば
、『
ぬ
た
』
と
発
声
す

る
方
が
大
豊
町
に
い
る
こ
と
を
わ
た
し
は
知
っ
て
い
る
。
出
生
場
所
や
家
族
構
成
な
ど
詳
し
く
調
べ

て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
、
怒
田
の
由
来
・
表
記
に
つ
い
て
も
、
古
文
書
は
当
て
字
が
多

い
こ
と
や
資
料
が
残
っ
て
い
な
い
場
合
が
多
い
。
わ
た
し
の
問
い
や
仮
説
が
証
明
で
き
る
可
能
性
は
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限
り
な
く
低
い
だ
ろ
う
。
だ
が
、
こ
こ
に
「
地
域
の
研
究
」
か
ら
「
地
域
の
『
た
め
の
』
研
究
」
へ

込
め
た
思
い
が
あ
る
。

冒
頭
で
述
べ
た
よ
う
に
、
わ
た
し
に
は
「
ふ
る
さ
と
」
と
呼
べ
る
場
所
が
な
い
。
そ
の
た
め
か
、

地
域
の
研
究
を
通
し
て
、「
ふ
る
さ
と
と
は
な
に
か
」
を
知
り
た
い
と
思
っ
て
い
る
。
ま
た
、
都
市
の

研
究
を
行
な
っ
て
い
た
こ
と
も
関
係
し
て
、
わ
た
し
の
目
的
は
地
域
で
研
究
で
き
る
「
も
の
」
を
探

し
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
「
も
の
」
は
誰
の
た
め
の
研
究
で
あ
ろ
う
か
。

自
分
の
研
究
成
果
と
し
て
成
立
し
て
も
、
地
域
に
と
っ
て
は
ま
っ
た
く
興
味
が
な
い
こ
と
が
、
研
究

で
は
よ
く
あ
る
こ
と
だ
。
つ
ま
り
、
わ
た
し
の
た
め
で
も
あ
り
、
地
域
の
た
め
で
も
あ
る
こ
と
。
だ

か
ら
こ
そ
、「
怒
田
」
表
記
の
理
解
が
、
わ
た
し
と
地
域
を
つ
な
ぐ
研
究
で
あ
る
と
願
い
た
い
。「
地

域
の
『
た
め
の
』
研
究
」
と
は
、
研
究
の
プ
ロ
セ
ス
か
ら
成
果
ま
で
が
地
域
に
と
っ
て
価
値
を
高
め

る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
結
果
的
に
、
地
域
の
た
め
の
研
究
に
な
る
こ
と
は
あ
る
。
た
だ
、

地
域
で
活
動
す
る
た
め
の
振
る
舞
い
や
態
度
と
し
て
、「
た
め
の
」
を
常
に
忘
れ
な
い
よ
う
に
心
が
け

た
い
と
思
う
。
こ
れ
が
わ
た
し
の
超
学
際
主
義
の
宣
言
で
あ
る
。
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献
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私
は
平
成
26
年
の
4
月
に
高
知
県
大
豊
町
の
怒
田
集
落
と
い
う
集
落
に
移
り
住
み
ま
し
た
。
高
知

県
に
大
学
入
学
を
機
に
移
り
住
ん
で
5
年
が
経
っ
た
年
で
し
た
。
怒
田
集
落
は
い
わ
ゆ
る
限
界
集
落

で
す
。
65
歳
以
上
の
人
は
過
半
数
を
優
に
超
え
て
い
ま
す
。
何
故
そ
の
よ
う
な
集
落
に
当
時
24
歳
だ
っ

た
若
者
が
移
り
住
ん
だ
の
か
。
様
々
な
条
件
が
重
な
り
、
理
由
を
挙
げ
れ
ば
き
り
が
無
い
で
す
が
、

端
的
に
言
え
ば
縁
が
あ
っ
た
か
ら
で
す
。

大
学
時
代
、
地
域
経
済
を
実
体
験
と
し
て
学
ぶ
た
め
度
々
訪
れ
て
い
た
の
が
怒
田
集
落
で
し
た
。

結
局
怒
田
集
落
で
の
経
験
、
そ
し
て
感
動
が
心
か
ら
離
れ
ず
、
学
生
か
ら
農
業
従
事
者
と
立
場
を
変

え
、
住
む
こ
と
を
決
意
し
ま
し
た
。
若
気
の
至
り
と
い
え
ば
聞
こ
え
が
悪
い
で
す
が
、
今
振
り
返
る

と
何
か
直
感
的
に
幸
せ
の
匂
い
を
嗅
ぎ
付
け
て
の
決
断
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
そ
の

直
感
は
早
く
も
形
に
表
れ
ま
す
。
移
住
し
て
2
ヶ
月
が
経
っ
た
6
月
14
日
、
集
落
総
出
の
結
婚
式
を

開
い
て
頂
き
ま
し
た
。
ま
だ
集
落
に
入
っ
て
名
前
も
一
致
せ
ず
、
方
言
が
強
す
ぎ
て
何
を
言
っ
て
る

か
も
わ
か
ら
ず
、
適
当
に
笑
っ
て
し
か
い
な
か
っ
た
で
す
。
若
者
夫
婦
を
ま
る
で
自
分
達
の
孫
の
晴

れ
姿
の
よ
う
に
祝
っ
て
く
れ
る
姿
を
見
て
、
心
が
温
か
い
も
の
で
満
た
さ
れ
て
い
く
感
覚
を
覚
え
ま

し
た
。

そ
こ
で
お
祝
い
の
挨
拶
し
て
頂
い
た
の
が
川
﨑
福
太
郎
さ
ん
。
私
は
怒
田
集
落
で
の
農
業
の
仕
方
、

生
活
の
仕
方
は
ほ
と
ん
ど
福
太
郎
さ
ん
か
ら
教
え
て
頂
き
ま
し
た
。
年
齢
は
60
歳
近
く
離
れ
て
い
ま

す
が
、
一
緒
に
仕
事
を
し
て
も
そ
の
年
齢
差
は
感
じ
ず
、
パ
ワ
フ
ル
さ
に
圧
倒
さ
れ
ま
し
た
。
仕
事

ピ
ン
ピ
ン
コ
ロ
リ
が
一
番
良
い 

田
畑

　
勇
太

4

息
子
の
お
披
露
目
会
で
泣
か
れ
る
福
太

郎
さ
ん
。
子
供
が
と
て
も
好
き
だ
っ
た
。
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が
大
好
き
で
よ
く
自
分
は
マ
グ
ロ
と
同
じ
で
止
ま
っ
た
ら
死
ぬ
の
だ
と
笑
っ
て
い
ま
し
た
。
そ
の
福

太
郎
さ
ん
に
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
を
受
け
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

 

―
― 

死
ぬ
ま
で
働
く
と
い
う
こ
と
に
関
し
て
ど
う
思
い
ま
す
か
。

結
局
皆
が
そ
う
だ
と
思
う
け
ど
、
目
的
は
何
歳
ま
で
と
い
う
こ
と
は
な
い
は
ね
。
動
け
る
範
囲
で

体
の
続
く
限
り
や
る
と
い
う
こ
と
よ
ね
。
こ
こ
ら
の
も
ん
は
。
ひ
ま
わ
り
乳
業
［
注
1
］
に
出
し
て
い
る

人
（
契
約
栽
培
を
し
て
い
る
人
）
は
忙
し
そ
う
に
し
て
い
る
。
種
を
蒔
い
て
、
そ
れ
か
ひ
ま
わ
り
乳

業
か
ら
苗
を
も
ら
っ
て
、
作
れ
ば
、
ま
ぁ
そ
れ
を
生
き
が
い
っ
て
い
う
か
、
結
局
生
き
が
い
に
な
る

わ
ね
。
草
刈
り
よ
ね
。
み
ん
な
が
。

―
― 

都
会
の
高
齢
者
は
草
が
な
い
か
ら
仕
事
が
な
い
、
と
い
う
話
を
聞
き
ま
し
た
が
ど
う
で
す
か
。

必
ず
し
も
仕
事
が
な
い
か
ら
健
康
で
い
ら
れ
る
も
ん
で
は
な
い
。

―
― 

死
ぬ
ま
で
働
く
と
い
う
こ
と
に
関
し
て
ど
う
思
い
ま
す
か
。

死
ぬ
ま
で
働
く
こ
と
に
対
し
て
別
に
抵
抗
は
な
い
は
ね
。
ど
う
し
て
も
、
し
な
く
て
は
い
け
な
い

と
い
う
こ
と
で
や
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
し
な
く
て
も
い
い
ん
だ
か
ら
。
子
供
が
（
仕
事
を
）
す

る
な
す
る
な
と
い
う
け
れ
ど
、
じ
っ
と
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
か
ら
や
っ
て
い
る
だ
け
。
そ
の
代
わ

［
注
1
］
怒
田
集
落
で
は
ひ
ま
わ
り
乳
業

と
契
約
し
て
青
汁
（
菜
食
健
美
）
用
の

ケ
ー
ル
な
ど
を
栽
培
し
て
い
る
。
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り
考
え
た
ら
、
あ
る
程
度
動
い
た
ら
体
は
丈
夫
で
良
い
。
た
だ
こ
こ
で
寝
て
い
た
ら
食
う
も
の
も
美

味
く
な
い
し
、
お
腹
も
空
か
ん
し
、
み
ん
な
も
そ
ん
な
感
じ
で
や
っ
て
い
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
。
動
き

た
い
の
よ
昔
か
ら
や
っ
て
る
け
ん
。

―
― 

福
太
郎
さ
ん
が
入
院
し
た
時
、
畑
の
夢
を
見
た
と
言
っ
て
い
ま
し
た
が
。

夢
に
出
て
き
た
の
は
こ
こ
ら
周
囲
の
畑
。
う
ん
と
夢
に
で
て
き
た
の
よ
。
そ
れ
ぐ
ら
い
百
姓
に
執

着
し
て
い
る
。
動
か
な
い
と
い
け
な
い
体
に
な
っ
て
い
る
か
ら
、
鬱
み
た
い
に
な
っ
て
い
た
。

我
々
の
話
を
街
の
人
に
話
し
て
も
通
じ
な
い
。
同
じ
百
姓
で
も
平
野
部
の
百
姓
と
山
の
百
姓
は
全

然
違
う
。
平
野
部
で
も
若
者
は
百
姓
を
嫌
う
。
好
き
な
も
の
は
別
と
し
て
。

―
― 

死
ぬ
ま
で
働
く
た
め
に
必
要
な
こ
と
は
何
で
す
か
。

死
ぬ
ま
で
働
く
と
い
う
か
動
け
る
範
囲
で
働
く
。
ピ
ン
ピ
ン
コ
ロ
リ
が
一
番
良
い
。
問
題
は
健
康

よ
。
今
の
と
こ
ろ
は
無
理
は
し
て
な
い
け
ど
、草
刈
り
機
少
し
使
う
ぐ
ら
い
で
。
短
時
間
で
今
年
（
野

菜
を
）
作
ら
な
か
っ
た
と
こ
ろ
も
刈
っ
た
の
よ
。
あ
ん
ま
り
荒
ら
し
と
っ
た
ら
自
分
が
五
月
蝿
い
は
。

―
― 

後
は
あ
り
ま
す
か
。

人
に
頼
る
っ
て
い
っ
た
ら
お
か
し
い
け
ど
、
今
度
も
学
く
ん
が
稲
を
刈
り
に
い
く
と
い
う
か
ら
、

頼
ん
で
は
な
か
っ
た
け
ど
、
来
て
く
れ
る
と
い
う
の
で
有
り
難
い
と
思
っ
て
お
願
い
し
た
。
ち
ょ
う

ど
昨
日
奥
さ
ん
を
連
れ
て
市
内
に
行
っ
て
い
た
。
そ
ん
な
も
ん
で
自
分
一
人
で
は
、
こ
こ
の
夫
婦
二

お
茶
を
炒
る
作
業
。
木
べ
ら
で
か
き
回

す
た
め
大
量
の
汗
が
吹
き
出
る
。
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人
だ
け
で
は
と
て
も
じ
ゃ
な
い
、
子
供
も
ち
ょ
く
ち
ょ
く
戻
る
け
ど
地
域
の
人
の
助
け
が
あ
っ
て
、

自
分
ひ
と
り
で
や
る
っ
て
い
っ
て
も
と
て
も
じ
ゃ
な
い
。
去
年
み
た
い
に
悪
か
っ
た
ら
、
去
年
も
み

ん
な
に
や
っ
て
も
ら
っ
た
ん
じ
ゃ
け
ん
。
自
分
は
で
き
な
か
っ
た
ん
だ
か
ら
。
今
年
は
な
ん
と
か
動

け
る
。
8
時
間
ぶ
っ
通
し
は
で
き
な
い
け
ど
、
街
か
ら
比
べ
た
ら
、
高
齢
化
に
な
っ
て
い
る
の
は
辛

い
と
こ
ろ
だ
け
ど
、生
活
す
る
に
は
最
高
の
と
こ
ろ
よ
。
戸
締
り
を
し
な
く
て
も
良
い
。
人
間
関
係
も
、

街
に
い
た
ら
人
に
よ
っ
た
ら
迂
闊
に
話
し
か
け
ら
れ
な
い
。

―
― 

怒
田
集
落
の
人
は
元
気
に
働
い
て
い
る
と
思
い
ま
す
。

森
和
子
さ
ん
が
言
っ
て
い
た
。
と
に
か
く
動
か
な
く
て
い
け
な
い
。

娘
さ
ん
が
（
あ
ま
り
に
福
太
郎
さ
ん
が
言
う
こ
と
を
聞
か
な
い
の
で
）
草
刈
り
機
を
担
い
だ
ま
ま

死
ん
だ
ら
い
い
と
冗
談
を
言
わ
れ
た
。
自
分
は
そ
う
は
思
っ
て
な
い
け
ど
、
そ
れ
ぐ
ら
い
の
生
き
が

い
を
も
っ
て
や
ら
な
い
と
実
際
は
で
き
な
い
。
人
そ
れ
ぞ
れ
だ
か
ら
一
概
に
は
言
え
な
い
け
ど
、我
々

は
そ
こ
そ
こ
動
け
れ
ば
、
引
っ
込
ん
で
は
い
ら
れ
な
い
。

自
分
の
考
え
で
は
、
前
か
ら
言
っ
て
い
る
け
ど
、
病
気
に
な
っ
て
み
ん
な
に
世
話
に
な
っ
て
、
そ

こ
そ
こ
の
体
力
が
保
て
た
ら
、
地
域
の
も
ん
に
も
恩
返
し
で
き
る
よ
う
に
、
道
役
［
注
2
］
に
も
出
ら
れ

る
範
囲
で
出
れ
る
よ
う
に
、
人
の
邪
魔
に
な
ら
な
い
よ
う
な
状
態
な
ら
一
緒
に
、
我
々
よ
り
高
齢
の

人
も
い
る
の
だ
か
ら
。
そ
う
い
う
気
持
ち
で
は
い
る
。

―
― 

定
年
か
ら
死
ぬ
ま
で
20
年
以
上
あ
る
が
、
ど
う
し
た
ら
い
い
と
思
う
か
。

人
間
に
よ
る
、
ふ
ら
り
ふ
ら
り
す
る
の
が
好
き
な
の
も
あ
る
。
ひ
ま
わ
り
で
お
金
を
儲
け
る
の
は

イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
中
、
愛
お
し
そ
う
に
集

落
を
見
つ
め
る
福
太
郎
さ
ん
。

［
注
2
］
怒
田
集
落
で
は
年
に
1
回
、
町

民
総
出
で
道
役
（
道
路
の
草
刈
り
、
山

道
な
ど
通
行
で
き
る
よ
う
に
補
修
）
を

行
っ
て
い
る
。
最
近
は
高
知
大
学
の
学

生
に
も
手
伝
っ
て
も
ら
い
、
集
落
の
維

持
に
努
め
て
い
る
。
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全
然
違
う
。
生
き
が
い
っ
て
い
っ
た
ら
、
元
気
で
そ
こ
そ
こ
の
百
姓
が
で
き
て
、
地
域
の
人
と
も
付

き
合
っ
て
、
子
、
孫
、
ひ
孫
と
会
っ
て
、
生
活
で
き
れ
ば
最
高
よ
。

 

怒
田
集
落
に
移
住
し
て
き
て
一
番
驚
い
た
の
が
老
人
た
ち
の
働
き
方
で
す
。
今
ま
で
持
っ
て
い
た

老
後
の
イ
メ
ー
ジ
が
崩
れ
去
り
ま
し
た
。
早
朝
か
ら
80
歳
の
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
が
刈
払
い
機
を
使
う
音

が
鳴
り
響
き
、
75
歳
の
お
じ
い
ち
ゃ
ん
は
チ
ェ
ー
ン
ソ
ー
で
木
を
切
り
倒
す
、
90
歳
を
超
え
た
お
ば

あ
ち
ゃ
ん
も
運
搬
機
を
巧
み
に
使
い
大
学
生
で
も
息
が
切
れ
る
坂
道
を
颯
爽
と
登
っ
て
い
く
。
そ
ん

な
姿
を
見
て
い
る
と
新
聞
や
テ
レ
ビ
を
埋
め
尽
く
す
働
き
方
改
革
や
、
増
加
す
る
ニ
ー
ト
と
い
っ
た

社
会
問
題
と
の
差
に
戸
惑
い
、
何
が
正
し
い
か
わ
か
ら
な
く
な
っ
て
き
ま
す
。
し
か
し
実
際
に
怒
田

集
落
の
住
民
は
死
ぬ
ま
で
働
き
ま
す
。

そ
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
は
ど
こ
か
ら
く
る
の
か
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
何
な
の
か
。
今
回
の
福
太
郎
さ
ん

へ
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
で
そ
の
答
え
に
少
し
近
づ
い
た
の
で
は
な
い
か
と
感
じ
ま
す
。
働
く
こ
と
に
少

し
の
苦
痛
も
感
じ
ず
、
仕
事
を
す
る
こ
と
が
夢
に
出
て
く
る
福
太
郎
さ
ん
の
中
で
は
生
活
の
一
部
、

も
し
く
は
人
生
の
一
部
と
し
て
仕
事
が
存
在
し
、
生
き
る
意
味
と
な
っ
て
い
る
の
だ
と
感
じ
ま
し
た
。

働
く
と
い
う
こ
と
に
対
し
て
の
価
値
観
は
様
々
だ
と
思
い
ま
す
が
、
こ
こ
ま
で
熱
望
し
続
け
る
こ
と

が
で
き
る
人
生
も
素
晴
ら
し
い
も
の
だ
と
思
い
ま
す
。
こ
の
価
値
観
を
持
っ
た
生
き
方
を
現
在
の
単

調
化
し
た
働
き
方
に
投
じ
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
多
様
性
を
生
み
出
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い

か
と
考
え
ま
す
。

 

（
2
0
1
7
年
6
月
19
日
川
﨑
福
太
郎
さ
ん
宅
に
て
）

定福寺の豊永郷歴史民俗資料館へ
向かうところ。資料館には、民具
が約 12,000 点収蔵されている。
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む
ら
の
記
録
を
残
す
こ
と

氏
原 

怒
田
部
落
の
あ
る
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
が
、「
も
う
い
ら
ん
き
、
焼
く
」
っ
て
言
い
よ
っ
た
の
を
、

た
ま
た
ま
居
合
わ
せ
た
若
い
し
が
、
そ
れ
は
何
か
珍
し
い
も
の
か
と
思
っ
て
も
ら
っ
て
き
た
ん
だ
っ

て
。
だ
け
ど
、
中
身
見
て
も
読
め
ん
か
ら
氏
原
さ
ん
に
っ
て
持
っ
て
こ
ら
れ
た
の
よ
。
そ
れ
が
こ
の

古
い
文
字
で
書
か
れ
て
い
る
も
の
［
写
真
１
］。
今
ま
さ
に
山
奥
は
こ
う
い
う
状
態
が
い
っ
ぱ
い
あ
る
と

思
う
［
写
真
2
］。

石
山　

こ
れ
を
持
っ
て
い
た
方
は
ま
だ
ご
存
命
な
ん
で
す
ね
。

氏
原　

も
う
90
歳
く
ら
い
に
な
る
。

石
山　

全
部
読
め
な
い
。

三
村　

日
記
だ
っ
た
ら
日
に
ち
が
書
い
て
あ
っ
て
、
年
貢
と
か
だ
っ
た
ら
名
前
も
書
い
て
あ
る
か
も
。

氏
原　

こ
れ
、
薬
じ
ゃ
な
い
の
か
な
。
薬
屋
さ
ん
が
預
け
て
い
っ
た
ん
や
な
い
の
。
こ
れ
、
立
野
（
た

づ
の
）村
っ
て
あ
る
か
ら
、あ
の
向
こ
う
で
す
け
ど
。
何
て
書
い
て
る
か
読
め
ん
わ
。
薬
な
ん
か
じ
ゃ
っ

た
ら
、
ま
す
ま
す
読
め
ん
わ
な
（
笑
）。

三
村　

い
ま
読
め
な
く
て
も
、
残
し
と
け
ば
ど
こ
か
で
役
に
立
つ
か
も
し
れ
な
い
で
す
ね
。

石
山　

生
き
た
情
報
で
す
も
ん
ね
。
も
し
か
す
る
と
誰
か
ど
っ
か
か
ら
落
ち
て
け
が
を
し
た
と
か
書

か
れ
て
い
る
か
も
。

座
談

　
棚
田
の
風
景
を
望
み
な
が
ら
語
る 

 

氏
原

　
学
・
田
畑

　
勇
太
・
石
山

　
俊
・
三
村

　
豊

5

［
写
真
1
］

氏
原
さ
ん
に
届
け
ら
れ
た
古
文
書

［
写
真
2
］

氏
原
さ
ん
が
指
差
し
た
風
景
の
様
子
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氏
原　

こ
れ
か
ら
先
を
考
え
た
と
き
に
、
例
え
ば
土
地
の
所
有
者
が
相
続
し
て
な
い
た
め
に
2
代
も

3
代
も
前
に
な
る
ん
で
す
よ
。
田
畑
く
ん
は
当
然
な
ん
だ
け
ど
、
僕
で
さ
え
も
知
ら
な
い
人
が
い
っ

ぱ
い
い
る
わ
け
よ
ね
。
と
こ
ろ
が
、
そ
の
人
の
情
報
を
得
る
方
法
っ
て
い
っ
た
ら
、
東
豊
永
の
役
場

が
焼
け
て
た
た
め
に
残
っ
て
な
い
の
よ
、
あ
ん
ま
り
。

石
山　
戸
籍
が
ね
。

氏
原　

ま
し
て
や
、
個
人
情
報
だ
か
ら
取
れ
な
い
わ
け
。
そ
う
な
る
と
、
昔
の
こ
う
い
っ
た
記
録
を

残
し
て
お
け
ば
、
突
然
そ
の
人
の
名
前
が
出
て
き
て
調
べ
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
よ
ね
。
今
回
、
昭

和
6
年
の
青
年
団
の
広
報
誌
が
1
冊
見
つ
か
っ
て
手
に
入
れ
て
る
ん
で
す
。
そ
こ
に
当
時
の
青
年
の

名
前
が
い
っ
ぱ
い
あ
る
。
ほ
し
た
ら
、
前
に
僕
が
戦
争
の
こ
と
を
書
い
た
人
の
名
前
と
ひ
っ
つ
く
わ

け
よ
。
そ
う
い
う
ふ
う
に
し
て
全
部
ひ
っ
つ
け
て
い
っ
て
、例
え
ば
、こ
こ
の
土
地
が
「
誰
々
べ
え
」
っ

て
書
い
ち
ゅ
う
け
ど
、
そ
の
人
の
情
報
は
こ
こ
に
あ
る
よ
み
た
い
な
感
じ
に
な
っ
て
、
手
が
か
り
が

つ
か
め
る
と
か
い
う
こ
と
に
な
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
な
と
。

石
山　

断
片
的
で
も
、
そ
う
い
う
の
が
あ
る
と
ね
。
ま
る
っ
き
り
わ
か
ん
な
い
よ
り
は
。

氏
原　

記
録
を
き
ち
っ
と
取
っ
て
お
く
っ
て
い
う
こ
と
が
本
当
に
必
要
に
な
っ
て
き
た
な
っ
て
。
田

畑
く
ん
と
ぼ
く
と
は
こ
こ
で
生
き
る
こ
れ
か
ら
の
時
間
が
違
う
の
で
、
ど
う
し
て
も
考
え
て
い
く
こ

と
が
違
う
か
ら
、
イ
コ
ー
ル
に
は
な
ら
な
い
ん
だ
け
ど
、
文
化
や
歴
史
の
掘
り
起
こ
し
に
興
味
が
あ

る
。
い
ろ
い
ろ
大
豊
町
を
駆
け
巡
っ
て
る
ん
だ
け
れ
ど
も
、
そ
う
い
う
中
で
や
っ
ぱ
り
思
っ
て
い
る

の
は
、
文
字
と
し
て
地
域
を
記
録
に
残
す
。
今
の
地
域
が
ど
う
な
の
か
を
ち
ゃ
ん
と
分
析
し
た
も
の

を
残
し
と
い
て
も
ら
い
た
い
と
。
ど
れ
ほ
ど
価
値
が
あ
る
も
の
な
の
か
わ
か
ら
な
い
け
れ
ど
も
、
そ

こ
は
や
っ
ぱ
り
記
録
と
し
て
残
る
。
そ
う
い
う
作
業
を
し
な
い
と
い
け
な
い
時
期
か
な
ぁ
と
思
っ
て

て
。

三
村　

よ
そ
者
の
ぼ
く
ら
は
文
字
で
残
す
こ
と
が
重
要
と
、
市
川
先
生
と
話
し
ま
し
た
。
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氏
原　

そ
れ
こ
そ
田
畑
く
ん
が
使
う
公
民
館
［
写
真
3
］
の
片
づ
け
し
た
と
き
に
、
昭
和
16
年
の
部
落
の

議
事
録
が
出
て
き
た
の
よ
。
残
念
な
が
ら
連
続
し
た
議
事
録
で
な
い
の
よ
。
残
念
な
ん
だ
け
ど
。
こ

れ
を
見
た
と
き
に
、怒
田
だ
け
で
は
な
く
て
、消
滅
し
か
か
っ
て
る
集
落
で
も
、戦
前
戦
後
を
通
じ
て
、

そ
れ
ぞ
れ
部
落
自
治
を
や
っ
て
た
わ
け
だ
か
ら
、
何
ら
か
の
書
類
が
残
っ
て
い
て
、
そ
れ
が
ち
ゃ
ん

と
引
き
継
が
れ
ず
に
、
ま
さ
に
ち
り
箱
に
な
り
か
け
て
る
。
町
の
ほ
う
に
も
呼
び
か
け
て
、
一
度
喚

起
し
て
集
め
て
み
よ
う
か
な
っ
て
思
っ
て
る
ん
で
す
。
そ
れ
が
50
年
と
か
1
0
0
年
っ
て
い
う
時
間

が
経
っ
た
と
き
に
、
新
た
な
価
値
を
生
み
出
し
て
る
と
思
う
ん
で
、
そ
こ
を
何
と
か
し
て
ほ
し
く
て
。

石
山
さ
ん
や
三
村
さ
ん
は
頻
繁
に
来
れ
る
わ
け
じ
ゃ
な
い
か
ら
、
ち
ょ
っ
と
意
識
的
に
で
き
な
い
か

な
っ
て
思
っ
て
る
ん
で
す
。

石
山　

過
去
の
記
録
を
ち
ゃ
ん
と
ア
ー
カ
イ
ブ
と
し
て
保
存
す
る
の
は
重
要
で
す
ね
。

氏
原　

ぼ
く
は
怒
田
で
い
ろ
い
ろ
と
や
ろ
う
と
し
た
ら
、
あ
と
5
年
ぐ
ら
い
は
ま
だ
元
気
か
な
。
5

年
間
で
何
が
で
き
る
か
っ
て
考
え
ち
ゃ
う
わ
け
よ
。
ぼ
く
は
田
畑
く
ん
の
考
え
と
全
然
違
う
。
ほ
ん

で
、
こ
の
5
年
間
に
次
何
す
る
か
っ
て
、
も
う
自
分
の
ス
テ
ッ
プ
を
決
め
て
い
る
。
た
だ
問
題
の
一

つ
は
、
ぼ
く
の
場
合
は
パ
ー
ト
ナ
ー
の
膝
が
ち
ょ
っ
と
悪
く
な
っ
て
、
調
子
も
良
く
な
く
て
、
ス
ト

レ
ス
も
た
ま
っ
て
る
ん
よ
。
だ
か
ら
、今
ま
で
み
た
い
に
走
り
ま
く
る
っ
て
い
う
の
に
だ
い
ぶ
ブ
レ
ー

キ
が
か
か
る
か
な
っ
て
思
い
な
が
ら
考
え
て
る
ん
だ
け
ど
。
次
の
ス
テ
ッ
プ
と
し
て
考
え
て
ん
の
は
、

田
畑
く
ん
が
来
て
、
市
田
さ
ん
が
来
て
、
ほ
か
に
も
何
カ
所
か
I
タ
ー
ン
者
が
来
る
。
時
折
、
I
タ
ー

ン
し
た
い
人
が
来
る
っ
て
い
う
ふ
う
な
こ
と
を
考
え
た
と
き
に
、
こ
の
人
た
ち
を
ど
う
定
着
さ
せ
る

か
。
ほ
ん
で
、
定
着
さ
せ
る
と
き
に
考
え
て
ん
の
は
、
こ
の
地
区
に
集
落
活
動
セ
ン
タ
ー
を
作
っ
て
、

こ
の
地
域
全
体
を
動
か
す
器
を
用
意
す
る
っ
て
こ
と
と
、
も
う
一
つ
は
、
こ
の
器
の
中
に
い
か
に
新

し
い
感
覚
を
入
れ
込
め
る
か
。
今
ま
で
は
、
例
え
ば
、
怒
田
っ
て
い
う
集
落
の
中
で
古
い
価
値
観
と

新
し
い
価
値
観
、
古
い
人
と
新
し
い
人
っ
て
言
っ
て
も
い
い
ん
だ
け
れ
ど
も
、
ぶ
つ
か
り
合
い
な
が

［
写
真
3
］

怒
田
集
落
に
あ
る
元
公
民
館
。

田
畑
さ
ん
は
ク
ラ
ウ
ド
・
フ
ァ
ン
デ
ィ

ン
グ
を
活
用
し
て
、
囲
炉
裏
の
あ
る
オ

フ
ィ
ス
と
し
て
地
域
住
民
が
利
用
で
き

る
場
所
を
つ
く
ろ
う
と
し
て
い
る
。
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ら
こ
こ
で
調
整
を
取
り
な
が
ら
や
っ
て
こ
れ
て
い
る
。
だ
け
ど
、
こ
れ
を
も
う
一
つ
広
げ
た
い
。
だ

か
ら
、
東
豊
永
地
区
と
い
う
枠
組
み
の
中
で
I
タ
ー
ン
者
が
来
て
も
、
新
し
い
価
値
観
が
き
て
も
、

そ
れ
を
受
け
入
れ
る
。
来
た
人
を
定
着
さ
せ
る
っ
て
い
う
意
味
で
考
え
て
い
る
の
が
、
林
業
関
係
で

や
り
た
い
っ
て
い
う
人
が
ほ
か
の
地
域
に
何
人
か
い
る
の
よ
。
こ
の
人
た
ち
が
実
は
路
頭
に
迷
っ
て

る
状
態
な
の
で
、
何
と
か
こ
い
つ
ら
を
一
つ
に
し
て
、
大
豊
な
ら
大
豊
地
区
で
仕
事
を
探
し
て
き
て
、

こ
こ
に
定
着
さ
せ
る
手
を
考
え
る
か
な
。

三
村　

た
く
さ
ん
の
中
山
間
地
域
を
見
て
き
ま
し
た
が
、
林
業
は
ど
こ
で
も
抱
え
て
い
る
問
題
で
す

ね
。

氏
原　

難
し
い
ん
だ
け
れ
ど
も
、
今
伐
採
し
な
い
と
ど
う
し
よ
う
も
な
い
木
ば
っ
か
し
な
わ
け
よ
ね
、

実
態
と
し
て
は
。
だ
か
ら
、
多
少
、
地
権
者
に
お
金
が
そ
ん
な
に
入
ら
な
く
て
も
、
1
本
1
0
0
0

円
ぐ
ら
い
で
も
い
い
か
ら
、
と
も
か
く
売
っ
て
く
だ
さ
い
と
。
ほ
ん
で
、
林
業
を
や
り
た
い
I
タ
ー

ン
者
が
切
っ
て
出
す
。
そ
の
と
き
に
日
当
が
1
万
円
で
も
出
せ
る
よ
う
な
シ
ス
テ
ム
を
ど
う
し
て
も

こ
こ
で
考
え
て
や
ら
な
い
と
。
林
業
や
り
た
い
っ
て
彼
ら
が
こ
こ
へ
来
て
も
誰
も
山
を
さ
わ
ら
し
て

く
れ
な
い
し
、
ま
し
て
や
仲
間
も
で
き
な
い
わ
け
。
そ
の
た
め
に
は
、
地
域
に
い
つ
ま
で
も
人
が

住
ん
で
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
が
あ
る
環
境
を
ど
う
や
っ
て
作
る
か
っ
て
い
う
こ
と
に
協
力
し
て
も
ら
わ

に
ゃ
い
か
ん
、み
ん
な
が
。
ぼ
く
が
た
ま
た
ま
こ
こ
に
住
ん
で
い
て
、U
タ
ー
ン
し
た
ん
だ
け
れ
ど
も
、

そ
れ
で
も
「
怒
田
の
あ
そ
こ
に
お
っ
た
氏
原
よ
」
っ
て
言
え
ば
、「
そ
う
や
ね
え
」
と
い
う
話
が
通

じ
る
わ
け
だ
か
ら
。
ぼ
く
の
持
っ
て
い
る
経
験
な
り
育
ち
を
、
そ
う
い
っ
た
環
境
を
う
ま
く
使
っ
て
、

何
か
役
割
果
た
し
た
ら
い
い
か
な
っ
て
思
っ
て
る
。

石
山　

そ
れ
が
で
き
る
の
は
今
の
氏
原
さ
ん
の
年
齢
と
経
験
と
、
こ
こ
出
身
で
あ
る
っ
て
こ
と
を
最

大
限
に
。

氏
原　

ま
ず
出
身
で
あ
る
っ
て
こ
と
で
す
ね
。
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石
山　

そ
れ
を
よ
そ
の
人
が
や
っ
て
も
あ
れ
で
し
ょ
う
。

氏
原　

田
畑
く
ん
の
よ
う
に
実
際
に
こ
こ
で
生
活
す
る
、
こ
の
地
域
で
の
生
活
に
チ
ャ
レ
ン
ジ
し
て

く
れ
る
人
間
が
出
て
く
る
っ
て
い
う
と
こ
ろ
で
言
う
と
、
私
に
対
す
る
周
り
の
評
価
は
高
い
わ
け
よ

ね
。
だ
か
ら
、
そ
れ
は
非
常
に
大
き
な
力
に
な
っ
て
る
わ
け
よ
ね
、
何
を
す
る
に
し
て
も
。

記
録
か
ら
「
持
続
可
能
な
怒
田
集
落
」
を
考
え
る

田
畑　

ぼ
く
は
基
本
的
に
怒
田
を
持
続
さ
せ
る
こ
と
し
か
あ
ん
ま
り
考
え
て
な
い
の
で
、
そ
こ
を
一

つ
の
大
き
な
目
的
に
し
て
も
ら
え
れ
ば
、
そ
れ
に
す
べ
て
つ
な
げ
て
い
く
。

石
山　

例
え
ば
、
20
歳
ぐ
ら
い
の
学
生
が
来
て
、
い
き
な
り
人
の
話
を
聞
い
て
、
も
っ
と
も
ら
し
い

こ
と
を
す
る
、
や
っ
ぱ
り
そ
れ
は
無
理
だ
と
思
う
ん
で
す
ね
。
た
だ
、
彼
ら
の
素
直
な
感
想
っ
て
す

ご
い
大
事
だ
と
思
う
し
。
そ
こ
に
ぼ
く
ら
が
お
手
伝
い
で
き
る
と
か
。
映
像
な
り
文
章
を
読
ん
で
も

ら
っ
て
、
そ
う
だ
と
か
、
で
も
そ
こ
は
違
う
、
こ
い
つ
ら
は
ま
だ
わ
か
っ
て
な
い
だ
と
か
。

田
畑　

い
や
、
わ
か
っ
て
な
い
と
言
っ
ち
ゃ
、
ち
ょ
っ
と
終
わ
っ
ち
ゃ
う
よ
う
な
気
が
す
る
ん
で
す

け
ど
。

一
同　

（
笑
）

石
山　

「
持
続
」
っ
て
す
ご
い
難
し
い
な
ぁ
と
思
う
ん
で
す
け
ど
、
例
え
ば
人
が
住
ん
で
い
れ
ば
持
続

な
の
か
、農
業
が
続
け
て
い
け
ば
持
続
な
の
か
。
田
畑
さ
ん
が
こ
こ
で
亡
く
な
っ
て
誰
も
い
な
く
な
っ

て
、
で
も
、
記
録
が
残
れ
ば
、
そ
れ
も
持
続
の
一
種
か
な
と
か
、
い
ろ
い
ろ
考
え
ち
ゃ
い
ま
す
け
ど
。

田
畑　

ぼ
く
は
や
っ
ぱ
り
価
値
を
生
み
出
し
続
け
る
こ
と
か
な
と
思
っ
て
る
ん
で
す
。
ず
っ
と
長
く

続
い
て
い
る
会
社
っ
て
、
体
制
と
か
い
ろ
い
ろ
変
わ
っ
て
る
と
思
う
ん
で
す
。

石
山　

組
織
の
体
制
が
変
わ
っ
て
、
も
し
く
は
社
会
の
仕
組
み
も
変
わ
っ
て
い
く
。
あ
と
、
文
化
と
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か
祭
り
と
か
も
変
わ
る
じ
ゃ
な
い
で
す
か
。
変
わ
る
の
が
当
た
り
前
な
こ
と
だ
と
思
う
し
。
誰
が
起

点
に
な
っ
て
、
ど
れ
が
ど
う
い
う
ふ
う
に
変
わ
っ
た
の
か
み
た
い
な
。
そ
う
い
う
の
に
す
ご
い
興
味

が
あ
り
ま
す
。

田
畑　
持
続
さ
せ
る
た
め
に
は
、
過
去
も
含
め
た
価
値
、
こ
の
集
落
の
価
値
を
も
う
一
回
掘
り
起
こ

す
、
再
発
見
す
る
こ
と
。
そ
し
て
、
も
う
一
つ
、
新
し
い
価
値
を
創
造
し
て
い
く
こ
と
だ
と
思
っ
て

る
ん
で
す
。
こ
こ
が
存
続
す
る
意
味
に
な
る
と
思
う
ん
で
す
よ
。
研
究
と
か
っ
て
、
あ
る
程
度
長
い

ス
パ
ン
や
っ
て
成
果
が
わ
か
る
。
で
も
、
こ
こ
っ
て
、
あ
と
20
年
ぐ
ら
い
で
。

三
村　

む
ら
の
存
続
を
想
う
と
。

田
畑　

や
っ
ぱ
り
な
く
な
っ
て
も
い
い
か
ら
っ
て
い
う
わ
け
で
は
な
く
、
持
続
さ
せ
る
こ
と
は
ま
ず

最
低
の
と
こ
ろ
で
あ
っ
て
、
そ
れ
か
ら
ま
た
20
年
も
て
ば
い
い
っ
て
わ
け
で
も
な
い
の
で
。
だ
か
ら
、

何
を
残
し
て
い
っ
た
ら
い
い
の
か
。
た
だ
畑
と
か
田
ん
ぼ
が
あ
れ
ば
い
い
の
か
。
人
が
い
れ
ば
い
い

の
か
。
文
化
は
廃
れ
て
い
い
の
か
。
何
を
自
分
た
ち
は
残
し
た
い
ん
だ
ろ
う
か
。
何
を
後
世
に
伝
え

た
い
の
か
、
な
か
な
か
ぼ
く
も
言
葉
に
で
き
な
い
。
こ
こ
に
価
値
が
あ
る
の
は
わ
か
っ
て
い
る
ん
で

す
け
ど
、
そ
れ
を
ち
ゃ
ん
と
言
語
化
し
た
り
、
わ
か
る
よ
う
に
伝
え
て
い
き
た
い
。
逆
に
言
え
ば
、

価
値
を
見
い
だ
し
て
い
か
な
い
と
滅
び
て
い
く
。
し
か
も
、
今
あ
る
価
値
だ
け
じ
ゃ
な
く
て
、
新
し

い
価
値
を
生
み
出
す
っ
て
い
う
の
が
、
そ
れ
は
ま
た
学
生
に
も
手
伝
っ
て
も
ら
っ
た
り
。

む
ら
に
必
要
な
「
地
域
の
教
育
力
」

氏
原　

ぼ
く
は
大
学
の
職
員
や
っ
て
い
た
か
ら
、
ず
っ
と
考
え
て
た
の
が
、
大
学
が
地
域
に
入
る
こ

と
に
よ
る
効
果
っ
て
い
う
よ
り
も
、
地
域
の
教
育
力
。
地
域
の
教
育
力
っ
て
何
だ
ろ
う
っ
て
い
う
の

が
大
き
な
課
題
で
。
高
知
大
学
と
の
か
か
わ
り
を
見
る
中
で
、
地
域
の
教
育
力
っ
て
ど
う
や
っ
て
レ
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ベ
ル
ア
ッ
プ
で
き
る
の
か
。
あ
る
い
は
、
そ
れ
っ
て
何
だ
ろ
う
み
た
い
な
と
こ
ろ
を
、
ち
ょ
っ
と
で

も
い
い
か
ら
探
っ
て
も
ら
っ
て
、
地
域
と
大
学
に
返
し
て
も
ら
い
た
い
っ
て
の
が
あ
る
の
で
す
。
大

学
側
、
市
川
先
生
は
社
会
学
や
っ
て
る
か
ら
、
基
本
的
に
自
分
の
フ
ィ
ー
ル
ド
と
し
て
も
地
域
を
見

る
こ
と
が
で
き
る
け
ど
、
例
え
ば
都
市
経
済
に
な
る
と
全
然
興
味
な
い
わ
け
よ
ね
。
大
学
に
は
地
域

を
見
る
ん
で
は
な
く
て
、
や
っ
ぱ
り
地
域
の
教
育
力
を
ど
う
向
上
さ
せ
る
か
っ
て
い
う
使
命
を
き

ち
っ
と
担
っ
て
ほ
し
い
。
教
育
者
と
し
て
の
役
割
を
学
生
だ
け
で
は
な
く
て
、
や
っ
ぱ
り
地
域
を
ど

う
や
っ
て
変
え
て
い
く
の
か
と
い
う
と
こ
ろ
で
発
揮
し
て
ほ
し
い
。
ぼ
く
ら
が
国
民
の
た
め
に
開
か

れ
た
大
学
像
と
か
い
ろ
い
ろ
議
論
し
た
と
き
は
、
そ
う
い
う
問
題
を
よ
く
話
し
た
ん
だ
け
れ
ど
も
、

や
っ
ぱ
り
そ
こ
を
何
と
か
で
き
な
い
か
な
と
思
う
ん
で
す
。

石
山　

市
川
さ
ん
に
話
を
伺
っ
て
、
高
知
大
学
の
地
域
協
働
学
部
は
一
番
上
の
学
年
が
ま
だ
3
年
生

な
ん
で
す
よ
ね
。
1
年
生
で
地
域
に
活
動
す
る
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
が
あ
る
み
た
い
で
す
よ
ね
。
で
、
3

年
目
で
そ
の
地
域
の
問
題
を
自
分
で
見
つ
け
て
解
決
策
を
提
示
す
る
み
た
い
な
。

三
村　

必
修
の
授
業
で
。

石
山　

た
だ
、
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
的
に
は
そ
う
な
っ
て
ん
だ
け
ど
。

三
村　

必
修
科
目
と
い
う
難
し
さ
が
あ
る
っ
て
言
っ
て
ま
し
た
。
以
前
は
、
別
の
学
部
で
選
択
科
目

だ
か
ら
、
あ
る
程
度
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
が
あ
る
学
生
が
参
加
し
て
た
け
ど
、
必
修
に
な
る
と
や
る
気

が
ど
こ
ま
で
か
、
見
え
に
く
く
な
っ
て
と
言
っ
て
て
。
単
位
取
ら
な
い
と
い
け
な
い
か
ら
来
て
る
よ

う
な
子
も
含
め
て
、
地
域
に
入
れ
て
し
ま
っ
て
ど
う
な
っ
て
る
の
か
な
っ
て
、
心
配
だ
っ
て
い
う
ふ

う
に
。

石
山　

だ
か
ら
、
そ
れ
が
ど
う
い
う
イ
ン
パ
ク
ト
に
な
っ
て
い
く
か
っ
て
い
う
の
を
や
っ
ぱ
り
。
教

育
っ
て
い
う
面
で
は
い
い
と
思
う
ん
で
す
け
ど
、
成
果
還
元
っ
て
い
う
面
で
は
、
ち
ょ
っ
と
確
か
じ
ゃ

な
い
で
す
よ
ね
。
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三
村　

大
学
に
も
メ
リ
ッ
ト
が
あ
っ
て
、
地
域
に
も
波
及
す
る
効
果
が
見
込
め
れ
ば
い
い
で
す
よ
ね
。

氏
原　

そ
う
で
す
よ
ね
。
毎
年
、
成
果
報
告
会
を
地
域
で
や
っ
て
も
ら
う
の
を
継
続
し
て
い
る
。
こ

こ
に
は
い
ろ
ん
な
方
が
や
っ
て
く
る
か
ら
。
成
果
報
告
会
は
こ
れ
で
6
年
目
ぐ
ら
い
。
実
は
大
学
側

が
皆
さ
ん
み
た
い
に
若
い
世
代
に
ど
ん
ど
ん
な
っ
て
く
る
。
そ
う
な
る
と
、
多
く
の
人
が
都
会
育
ち
。

だ
か
ら
、
こ
う
い
う
ロ
ー
カ
ル
へ
入
っ
て
き
た
と
き
の
身
の
処
し
方
っ
て
い
う
の
、
本
当
に
学
生
と

お
ん
な
じ
よ
ね
。（
笑
）。

三
村　

こ
の
前
あ
っ
た
上
柿
佳
菜
さ
ん
の
ほ
う
が
全
然
先
輩
で
す
［
写
真
4
］。
確
か
、
大
阪
の
吹
田
出

身
で
、
こ
こ
で
い
ろ
い
ろ
と
頑
張
っ
て
い
る
の
で
、
も
う
先
生
で
す
よ
、
僕
か
ら
し
た
ら
（
笑
）。

氏
原　

学
生
を
入
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
地
域
を
若
返
ら
す
と
か
、
い
ろ
い
ろ
な
こ
と
が
い
わ
れ
る
ん

だ
け
れ
ど
も
、
大
学
が
本
当
に
長
期
的
な
展
望
を
持
っ
て
や
る
と
考
え
れ
ば
、
ど
う
し
て
も
地
域
に

教
育
力
を
持
た
さ
な
い
と
学
生
を
安
心
し
て
預
け
れ
な
い
わ
け
で
す
か
ら
、
な
か
な
か
議
論
を
し
に

く
い
ん
だ
け
れ
ど
も
、ど
う
し
て
も
や
ら
な
い
と
い
け
な
い
。
高
知
は
特
に
地
域
の
教
育
力
が
弱
い
っ

て
言
わ
れ
て
る
と
こ
ろ
だ
か
ら
。
例
え
ば
、
似
た
よ
う
な
地
域
で
ぼ
く
が
行
っ
た
場
所
で
言
う
と
、

岩
手
と
か
福
島
で
は
大
学
を
地
域
に
受
け
入
れ
る
体
制
が
、
行
政
含
め
て
県
全
体
で
体
制
が
で
き
て

い
る
と
こ
ろ
だ
か
ら
、
非
常
に
入
り
方
も
多
様
で
。
そ
の
点
、
こ
っ
ち
は
だ
め
や
な
と
思
っ
て
る
。

三
村　

そ
れ
は
多
分
、
お
互
い
に
巻
き
込
ん
で
い
く
よ
う
な
仕
組
み
。
短
い
間
で
も
お
互
い
に
と
っ

て
い
い
関
係
が
築
け
る
ん
で
あ
れ
ば
、
地
域
の
教
育
力
や
地
域
の
ビ
ジ
ョ
ン
が
、
実
は
学
生
も
学
ば

し
て
も
ら
え
て
、
そ
こ
か
ら
吸
収
し
て
い
く
っ
て
い
う
。

石
山　

そ
う
い
う
き
っ
か
け
作
り
も
含
め
て
、
一
緒
に
打
ち
解
け
て
い
っ
て
話
が
で
き
る
。
多
分
、

怒
田
で
も
全
員
が
そ
う
い
う
の
が
得
意
な
人
じ
ゃ
な
い
で
す
よ
ね
。
だ
か
ら
、苦
痛
な
人
に
つ
き
合
っ

て
も
ら
う
の
も
あ
れ
だ
し
、
か
と
い
っ
て
、
毎
回
、
じ
ゃ
あ
、
氏
原
さ
ん
と
田
畑
さ
ん
か
っ
て
い
う

と
、
2
人
の
教
育
力
は
上
が
っ
て
も
、
地
域
の
全
体
と
し
て
ね
。
そ
う
い
う
の
、
や
っ
ぱ
、
ど
こ
行
っ

［
写
真
4
］

高
知
市
で
開
催
さ
れ
て
い
る
日
曜
市
の

様
子
。
集
落
で
取
れ
た
野
菜
や
お
米
を

販
売
し
て
い
る
。

氏
原
さ
ん
（
右
）、
上
柿
さ
ん
（
中
央
）、

田
畑
さ
ん
（
右
か
ら
3
人
目
）。
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て
も
感
じ
る
し
。

氏
原　

田
畑
く
ん
が
お
る
と
き
に
取
材
（
笑
）。

石
山　

か
と
い
っ
て
、
僕
ら
も
不
安
定
な
身
分
だ
か
ら
、
あ
と
10
年
研
究
で
き
る
か
ど
う
か
っ
て
実

は
わ
か
ん
な
い
ん
で
す
よ
。

氏
原　
頑
張
っ
て
こ
こ
で
ペ
ー
パ
ー
書
い
て
就
職
し
て
、
早
う
（
笑
）。
高
知
へ
就
職
し
て
く
れ
て
え

え
け
ん
（
笑
）。

怒
田
か
ら
世
界
を
つ
な
ぐ

氏
原　

高
知
大
の
理
学
部
の
学
生
に
サ
ル
の
調
査
［
写
真
5
］
を
ず
っ
と
や
っ
て
も
ら
っ
て
る
ん
で
す
け

ど
。
今
ま
で
サ
ル
の
話
を
し
て
も
、み
ん
な
あ
き
ら
め
て
た
ん
だ
け
ど
、雰
囲
気
が
変
わ
っ
て
き
た
ね
。

や
っ
ぱ
り
何
と
か
し
な
い
と
い
け
な
い
っ
て
い
う
。
だ
か
ら
、
地
道
や
け
ど
、
そ
う
い
う
活
動
を
地

域
の
中
に
入
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
変
化
が
生
ま
れ
る
っ
て
い
う
の
が
見
え
て
く
る
ね
、
そ
う
い
う
と

こ
ろ
で
は
ね
。

田
畑　

地
域
に
と
っ
て
、
学
生
が
来
て
く
れ
る
だ
け
で
価
値
は
あ
る
。
ぼ
く
ら
に
と
っ
て
も
新
し
い

価
値
を
ど
ん
ど
ん
教
え
て
く
れ
る
の
で
。

石
山　

学
生
さ
ん
に
過
度
な
期
待
を
し
て
も
彼
ら
も
負
担
だ
ろ
う
し
、
無
理
だ
ろ
う
し
。
で
も
、
若

い
人
が
来
て
何
か
や
る
っ
て
い
う
の
は
悪
く
な
い
で
す
よ
ね
。

田
畑　

例
え
ば
、
ぽ
ろ
っ
て
言
う
言
葉
。
何
で
こ
の
お
じ
い
ち
ゃ
ん
、
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
た
ち
は
こ
ん

な
に
年
を
取
っ
て
る
の
に
働
い
て
る
の
？
っ
て
い
う
素
朴
な
こ
と
が
、
こ
こ
に
ず
っ
と
い
る
と
忘
れ

て
い
っ
て
し
ま
う
。
こ
う
い
う
も
ん
だ
っ
て
い
う
ふ
う
に
思
っ
て
し
ま
う
の
で
。
ぼ
く
が
言
っ
て
る

こ
と
と
か
が
、
世
間
か
ら
ず
れ
て
る
っ
て
い
う
の
を
、
指
摘
じ
ゃ
な
い
で
す
け
ど
、
世
間
で
は
こ
う

［
写
真
5
］

2
0
1
8
年
2
月
19
日
（
月
）
に
行
わ

れ
た「
高
知
大
学
活
動
報
告
会
」の
様
子
。

写
真
は
ニ
ホ
ン
ザ
ル
に
よ
る
農
業
被
害

に
つ
い
て
報
告
し
て
い
る
。
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考
え
ら
れ
て
る
よ
っ
て
い
う
の
を
言
っ
て
も
ら
う
だ
け
で
も
、
す
ご
く
あ
り
が
た
い
し
。

石
山　

こ
こ
に
来
て
、
そ
れ
が
き
っ
か
け
に
な
っ
て
、
次
の
道
を
歩
む
な
り
、
違
う
こ
と
を
考
え
る

な
り
っ
て
の
が
す
ご
く
面
白
い
で
す
よ
ね
。

三
村　
本
当
は
地
域
だ
け
じ
ゃ
な
く
て
、
広
く
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
例
え
ば
、
学
生
が
こ
こ
に

来
た
こ
と
で
、
こ
こ
と
の
関
係
が
途
絶
え
て
い
て
も
、
卒
業
後
の
仕
事
場
で
あ
っ
た
り
と
か
、
ほ
か

の
場
所
で
変
化
が
起
こ
っ
て
な
い
か
と
か
。

石
山　

怒
田
で
経
験
し
た
学
生
の
そ
の
後
の
話
を
聞
い
て
み
た
い
よ
ね
。
で
き
れ
ば
い
い
な
と
思
う

ん
だ
け
ど
。

三
村　

ぼ
く
ら
は
そ
っ
ち
を
や
ら
な
い
と
い
け
な
い
か
な
っ
て
思
っ
て
。

田
畑　

高
知
大
を
卒
業
し
た
学
生
が
、
ト
マ
ト
農
家
に
就
職
し
て
い
る
。
う
ち
で
ト
マ
ト
を
や
っ
て

て
、
そ
の
ま
ま
ト
マ
ト
農
家
に
。

石
山　

そ
れ
は
高
知
の
ほ
う
で
す
か
。

田
畑　

神
戸
の
淡
路
島
。
怒
田
の
こ
と
だ
け
考
え
て
も
意
味
が
な
い
の
で
、
怒
田
を
守
る
っ
て
こ
と

が
、
草
の
根
活
動
じ
ゃ
な
い
で
す
け
ど
小
さ
な
革
命
。
一
番
小
さ
な
と
こ
ろ
の
革
命
を
起
こ
し
て
い

く
こ
と
で
全
体
に
広
げ
て
い
く
っ
て
い
う
こ
と
が
大
事
な
の
か
な
。

石
山　

こ
う
い
う
過
疎
と
高
齢
化
の
集
落
っ
て
日
本
全
国
に
あ
っ
て
、
怒
田
で
の
か
か
わ
り
が
き
っ

か
け
に
な
っ
て
、
違
う
と
こ
行
っ
て
も
同
じ
よ
う
な
価
値
が
共
有
で
き
る
。

田
畑　

そ
れ
は
最
終
的
な
目
標
に
。

石
山　

そ
れ
が
日
本
を
越
え
て
世
界
に
広
が
っ
た
ら
、
も
っ
と
す
ご
い
面
白
い
け
ど
。

三
村　

過
疎
地
域
の
問
題
で
言
わ
れ
て
い
る
の
は
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
過
疎
、
最
近
は
関
係
人
口
と
も
呼

ば
れ
て
い
る
か
な
。
つ
ま
り
、
人
と
の
つ
な
が
り
が
な
い
か
ら
過
疎
地
が
大
変
だ
っ
て
い
う
。
そ
れ

は
い
ろ
ん
な
と
こ
ろ
で
言
え
る
こ
と
で
、
家
族
や
友
達
と
会
っ
た
り
と
か
、
知
り
合
い
と
つ
な
が
っ
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て
い
る
こ
と
で
、
暮
ら
し
の
豊
か
さ
が
変
わ
る
。

田
畑　

こ
れ
か
ら
ど
う
い
う
変
化
が
起
こ
っ
て
い
く
の
か
。
学
生
と
よ
く
話
す
ん
で
す
け
ど
、
や
っ

ぱ
り
そ
の
子
ら
が
新
し
い
世
界
を
作
っ
て
る
わ
け
で
、
そ
の
ま
た
次
が
ど
ん
ど
ん
出
て
く
る
。
だ
か

ら
、
そ
こ
に
僕
た
ち
の
価
値
、
こ
れ
ま
で
の
価
値
を
は
め
て
い
っ
て
、
ど
う
し
た
ら
こ
こ
が
そ
れ
に

対
応
で
き
る
よ
う
な
仕
組
み
に
な
っ
て
い
く
か
っ
て
い
う
と
こ
ろ
に
興
味
が
あ
る
と
こ
ろ
で
す
。

 

（
2
0
1
7
年
11
月
27
日　

氏
原
学
さ
ん
宅
に
て
）
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農作業を手伝い、「よもやま話」から地域の暮らしに関する知恵を伺う市川さんと石山さん。

高知大学活動報告会では、約 30 名近くが参加し、活発な意見交換が行われている。
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最
近
の
出
来
事
を
話
し
た
い
。

わ
た
し
は
京
都
市
北
区
の
紫
野
で
暮
ら
し
て
い
る
。
家
の
近
く
に
は
大
徳
寺
が
あ
り
、
そ
こ
に
は

千
利
休
自
害
の
原
因
と
さ
れ
る
山
門
が
あ
る
。
仕
事
の
関
係
で
関
東
か
ら
京
都
へ
移
っ
て
き
た
こ
ろ

か
ら
、
一
度
は
町
家
に
住
ん
で
み
た
い
と
思
っ
て
い
た
。
そ
こ
で
、
昭
和
初
期
（
厳
密
に
は
建
設
年

代
が
わ
か
ら
ず
、
も
っ
と
古
い
可
能
性
が
あ
る
）
に
建
て
ら
れ
た
、
平
屋
の
町
家
を
借
り
た
。
町
家

の
向
か
い
は
真
新
し
い
住
宅
が
建
ち
並
ぶ
。
先
日
、
こ
ん
な
や
り
と
り
が
あ
っ
た
。

わ
た
し
は
玄
関
を
開
け
る
。
そ
の
先
に
は
軒
先
で
タ
バ
コ
を
吸
っ
て
い
る
主
人
が
い
た
。
い
つ
も

の
よ
う
に
挨
拶
を
交
わ
す
。
と
同
時
に
、
風
景
の
違
い
に
気
が
つ
く
。
主
人
の
家
は
落
下
防
止
の
た

め
足
場
が
組
ま
れ
、
外
観
が
ネ
ッ
ト
で
覆
わ
れ
て
い
た
。「
結
構
大
掛
か
り
で
す
ね
。
な
に
の
工
事

で
す
か
」
と
、
今
日
は
珍
し
く
バ
ス
の
時
刻
ま
で
時
間
が
あ
っ
た
の
で
問
い
か
け
た
。
主
人
は
、「
朝

か
ら
う
る
さ
く
て
す
み
ま
せ
ん
ね
」
と
。
会
話
は
そ
こ
で
終
わ
り
そ
う
だ
っ
た
。「
い
え
い
え
、
ま
っ

た
く
う
る
さ
く
な
い
で
す
よ
。
工
事
が
気
に
な
っ
た
の
で
」
と
焦
り
な
が
ら
会
話
を
つ
な
げ
た
。「
家

の
修
理
な
ん
で
す
よ
」
と
主
人
が
い
い
、「
そ
う
で
す
か
」
と
言
っ
て
そ
の
場
を
離
れ
た
。

お
気
づ
き
だ
ろ
う
か
。
雑
談
の
つ
も
り
で
聞
い
た「
結
構
大
掛
か
り
で
す
ね
」と
い
う
問
い
か
け
に
、

主
人
は
気
分
を
害
し
て
し
ま
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
い
わ
ゆ
る
京
都
な
ら
で
は
の
「
い
け
ず
」
な

態
度
と
捉
え
た
の
だ
ろ
う
。「
い
け
ず
」
は
京
都
を
中
心
に
広
が
る
方
言
で
、「
い
じ
わ
る
」
と
い
う

「
環
社
会
」
と
い
う
態
度 

三
村

　
豊

6
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意
味
に
な
る
。「
結
構
大
掛
か
り
で
す
ね
」
に
は
、「
結
構
大
掛
か
り
（
な
工
事
で
う
る
さ
い
）
で
す
ね
」

と
い
う
具
合
に
婉
曲
し
た
表
現
と
し
て
理
解
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
。
わ
た
し
と
し
て
は
決
し
て
「
い

け
ず
」
を
し
た
つ
も
り
は
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
主
人
は
日
々
の
う
し
ろ
め
た
い
気
持
ち
か
ら
相
手
を

想
っ
て
、
謝
罪
を
し
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
た
だ
、
わ
た
し
は
逆
の
立
場
な
ら
普
通
に
工
事
内
容
を

説
明
し
て
い
た
だ
ろ
う
。
鈍
感
な
だ
け
か
も
し
れ
な
い
が
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
と
は
難
し
い
も

の
だ
。

風
土
性
に
お
け
る
態
度

こ
れ
は
、
和
辻
が
い
う
「
風
土
性
」
に
つ
う
じ
る
。
和
辻
の
風
土
性
は
、「
人
間
存
在
の
構
造
契
機

と
し
て
の
風
土
性
」（
和
辻
、
2
0
1
5
、p.3

）
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
、
さ
ま
ざ
ま
な
「
人
間

の
在
り
方
」
を
見
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
（
小
坂
、
1
9
8
3
年
、p.97

）。
さ
ら
に
、
和
辻
は
人
が

存
在
す
る
局
面
に
お
い
て
、個
と
対
象
の
関
係
に
生
じ
る
現
象
に
着
目
し
て
い
た
。
い
わ
ゆ
る「
間
柄
」

と
い
う
言
葉
で
あ
る
。
和
辻
は
、
自
然
環
境
（
土
地
の
気
候
や
気
象
、
地
形
、
景
観
な
ど
）
の
風
土

だ
け
で
は
な
く
、「
間
柄
」
に
よ
る
自
己
客
体
化
や
主
体
的
な
人
間
存
在
に
か
か
わ
る
現
象
を
風
土
性

と
し
て
捉
え
て
い
た
。
そ
の
た
め
、
風
土
性
が
見
ら
れ
る
現
象
に
は
、
芸
術
や
風
習
、
宗
教
な
ど
の

あ
ら
ゆ
る
人
間
活
動
の
な
か
で
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
和
辻
の
風
土
は
1
9
2
8
年
か
ら
1
9
2
9
年
の
講
義
を
草
案
と
し
て
お
り
、

今
日
の
社
会
状
況
と
は
だ
い
ぶ
異
な
っ
て
き
て
い
る
。
わ
た
し
の
よ
う
に
京
都
で
暮
ら
す
こ
と
で
、

「
い
け
ず
」と
直
面
し
た
よ
う
に
、風
土
性
に
お
け
る
間
柄
は
、一
層
複
雑
に
な
っ
て
い
る
だ
ろ
う
。「
い

け
ず
」
と
は
風
土
に
よ
る
態
度
の
現
れ
で
も
あ
り
、「
間
柄
」
の
な
か
に
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
個
の
「
態

度
」
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
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態
度
の
し
く
み

そ
こ
で
、個
の
態
度
と
は
い
っ
た
い
ど
の
よ
う
な
も
の
か
整
理
す
る
必
要
が
あ
る
。態
度
は
、岩
淵
・

田
中
（
1
9
7
8
）
の
研
究
に
よ
る
と
下
記
の
よ
う
に
整
理
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

１
．
態
度
は
反
応
の
た
め
の
先
有
傾
向
（
準
備
体
制
）
で
あ
る

２
．
態
度
は
常
に
対
象
を
持
つ

３
．
態
度
は
主
体
│
客
体
関
係
に
よ
る
同
期
的
・
情
緒
的
性
質
を
持
つ

４
．
態
度
は
い
っ
た
ん
形
成
さ
れ
る
と
持
続
的
で
あ
る

５
．
態
度
は
学
習
さ
れ
た
も
の
で
あ
る

６
．
態
度
は
互
い
に
関
連
し
、
構
造
を
形
成
す
る

態
度
と
は
、
個
人
の
経
験
・
学
習
や
そ
こ
で
育
ま
れ
た
人
と
の
関
わ
り
合
い
が
体
系
化
さ
れ
、
あ

る
状
況
に
対
す
る
反
応
の
準
備
体
制
と
い
え
る
。
換
言
す
れ
ば
、
態
度
は
「
間
柄
」
と
い
う
現
象
に

直
面
し
た
際
に
生
じ
る
、
個
が
判
断
す
る
行
動
へ
の
身
構
え
と
い
え
る
。

「
環
社
会
」
と
い
う
態
度
の
仕
組
み

こ
こ
で
、
冒
頭
の
出
来
事
で
書
い
た
、
わ
た
し
と
主
人
の
間
柄
に
見
る
態
度
の
現
れ
を
整
理
し
て

い
き
た
い
。
主
人
の
態
度
に
は
二
つ
の
身
構
え
が
生
じ
て
い
た
と
考
え
て
い
る
。
ひ
と
つ
は
、「
い
け

ず
」
に
見
ら
れ
た
よ
う
に
、
京
都
と
い
う
慣
習
に
よ
る
も
の
で
、
こ
れ
は
「
風
土
的
な
態
度
」
と
い
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え
よ
う
。
も
う
ひ
と
つ
が
、
近
隣
住
民
へ
の
騒
音
に
よ
る
「
う
し
ろ
め
た
い
」
気
持
ち
で
、「
規
範
的

な
態
度
」
と
い
え
る
。
こ
れ
は
地
域
性
に
か
か
わ
ら
ず
ど
こ
で
も
経
験
す
る
こ
と
が
で
き
、
誰
に
で

も
形
成
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
主
人
は
こ
の
二
つ
の
想
い
が
重
な
り
、
謝
罪
と
い
う
決
断
を
し
て
態

度
で
示
し
た
。

つ
ぎ
に
、
わ
た
し
は
ど
う
で
あ
っ
た
か
。
何
気
な
い
会
話
が
思
わ
ぬ
謝
罪
と
い
う
返
答
だ
っ
た
た

め
取
り
繕
お
う
と
し
た
。
謝
罪
に
よ
る
と
ま
ど
い
は
あ
っ
た
も
の
の
、わ
た
し
は
す
ぐ
に
相
手
を
「
お

も
ね
る
」
態
度
で
示
し
た
。「
い
え
い
え
、
ま
っ
た
く
う
る
さ
く
な
い
で
す
よ
」
と
。
こ
こ
に
は
、
近

隣
住
民
と
の
友
好
関
係
を
維
持
し
て
い
た
い
と
い
う
想
い
の
「
利
害
的
な
態
度
」
と
い
え
る
。
た
だ
、

そ
の
と
き
の
わ
た
し
は
、
主
人
と
の
関
係
を
そ
こ
ま
で
打
算
的
に
考
え
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
、

「
感
情
的
な
態
度
」
の
ほ
う
が
相
応
し
い
か
も
し
れ
な
い
。
態
度
に
は
、
経
験
や
学
習
に
よ
っ
て
、
さ

ま
ざ
ま
な
想
い
が
意
識
／
無
意
識
と
相
互
に
組
み
合
わ
さ
り
示
さ
れ
る
。

こ
れ
ら
の
態
度
の
着
想
は
、
本
書
で
寺
田
に
よ
っ
て
言
及
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
総
合
地
球
環
境
学

研
究
所
の
研
究
仲
間
の
成
果
で
も
あ
る
。
菊
地
の
「
ほ
っ
と
け
な
い
」
や
林
の
「
た
め
ら
い
」、
寺
田

の
「
巻
き
込
ま
れ
」
を
つ
う
じ
た
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
に
よ
る
も
の
で
あ
る
［
図
1
］。
詳
し
く
は
本
書

の
寺
田
の
論
考
を
参
照
し
て
い
た
だ
き
た
い
（pp.i-iv
）。
わ
た
し
は
、
こ
れ
ら
個
の
価
値
観
や
そ
れ

に
伴
う
情
感
、間
柄
に
よ
る
態
度
の
関
係
を
「
環
社
会
（Trans-society

）」
と
呼
ぶ
よ
う
に
し
て
い
る
。

「
環
社
会
」
は
、生
物
学
者
の
ユ
ク
ス
キ
ュ
ル
を
も
と
に
生
物
の
独
自
の
知
覚
と
行
動
で
作
り
出
す
「
環

世
界
（U

m
welt

）」
の
内
側
に
あ
る
も
の
と
位
置
付
け
て
い
る
。「
環
社
会
」
は
人
の
独
自
の
知
覚
と

行
動
と
捉
え
て
い
た
だ
い
て
差
し
支
え
な
い
。
ま
た
、
風
土
を
端
的
に
い
え
ば
、
地
理
学
、
鉱
物
学
、

天
文
学
な
ど
に
従
事
し
た
三
澤
勝
衛
の
捉
え
方
が
わ
か
り
や
す
い
。
三
澤
は
大
気
と
大
地
が
一
体
と

し
て
働
き
を
も
っ
て
い
る
も
の
を
風
土
と
呼
ん
で
い
る
（
三
澤
、
2
0
0
9
、pp.41-42
）。
環
世
界

は
生
物
全
般
に
言
え
る
見
え
方
と
し
て
、
天
と
地
と
い
う
捉
え
方
が
こ
こ
で
は
適
し
て
い
る
で
あ
ろ
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う
。
さ
ら
に
、
和
辻
が
風
土
性
で
見
ら
れ
る
現
象
で
あ
げ
た
芸
術
に
つ
い
て
、
多
田
道
太
郎
は
次
の

よ
う
な
表
現
で
捉
え
て
い
る
。

日
本
の
芸
事
や
作
法
は「
か
た
」を
通
じ
て
伝
達
さ
れ
る
が
、そ
の「
か
た
」は「
ち
」と
結
び
つ
い
て
、

は
じ
め
て
「
か
た
ち
」
と
な
る
（
多
田
、
2
0
1
4
、p.121

）。

こ
こ
で
、
図
2
を
参
照
し
て
い
た
だ
き
た
い
。
世
界
に
は
生
物
か
ら
見
た
環
世
界
と
い
う
天
と

地
の
関
係
が
あ
り
、そ
の
内
側
に
は
人
か
ら
見
た
環
社
会
と
い
う
「
か
た
」
と
「
ち
」
が
存
在
す
る
。

風
土
は
さ
ら
に
そ
の
内
側
に
あ
る
。
こ
う
し
た
空
間
の
中
で
、
人
は
移
動
し
、
ま
た
間
柄
を
築
く
。

そ
こ
で
は
、
①
身
近
な
間
柄
、
②
地
域
と
地
域
に
よ
る
近
隣
と
の
間
柄
、
③
日
本
と
他
国
な
ど
遠

く
の
地
域
で
の
間
柄
、
も
し
く
は
、
④
バ
ー
チ
ャ
ル
な
世
界
の
間
柄
が
考
え
ら
れ
る
。
図
で
示
さ

れ
て
い
る
つ
な
が
り
は
、
共
進
化
（C

o-evolution

）
に
似
て
い
る
効
用
が
あ
る
と
考
え
て
い
る
。

［図１］態度における「環社会」（「環社会」概念図バージョン１）
態度は、和語による言語（例えば、「もったいない」、「ほっと
けない」、「ためらい」、「とまどい」、「かけあい」など）によっ
て形成される。また、社会変革につながる態度は、「共感」や「納
得」によって形成される。

［図２］環社会の間柄（「環社会」概念図バージョン２）
環社会における間柄は、人との関わり合いによって生じる態度
の現れである。個人の経験や知恵によって関係性が異なってく
る。また、矢印には、相手の理解が深まることで、「共感」や「納
得」による「間柄の共進化」が育まれる。
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共
進
化
と
は
、
複
数
の
種
が
互
い
に
生
存
や
繁
殖
に
影
響
を
及
ぼ
し
合
い
な
が
ら
進
化
す
る
現
象
で

あ
り
、
こ
れ
は
、
人
と
の
関
係
に
も
適
応
で
き
る
概
念
で
あ
ろ
う
。
も
と
も
と
生
物
学
の
研
究
結
果

か
ら
で
て
き
た
言
葉
で
も
あ
る
た
め
、
こ
こ
で
は
、「
間
柄
の
共
進
化
」
と
命
名
し
て
お
き
た
い
。「
間

柄
の
共
進
化
」
と
は
、
た
と
え
ば
、
困
難
な
状
況
に
対
し
て
、
互
い
が
会
話
を
す
る
こ
と
で
影
響
を

及
ぼ
し
な
が
ら
解
決
す
る
「
共
感
」
や
「
納
得
」
と
い
う
結
果
が
導
き
だ
さ
れ
る
こ
と
を
指
す
。
最
近
、

こ
れ
を
間
と
混
じ
る
理
と
い
う
意
味
で
「
ま
と
ま
り
」
と
い
う
言
葉
で
捉
え
て
い
る
。
つ
ま
り
、
間

柄
が
ま
と
ま
る
こ
と
で
、共
感
や
納
得
が
形
成
さ
れ
る
。
漢
字
で
書
く
と
「
間
と
混
理
」。
字
面
に
「
ま

と
ま
り
」
が
な
い
の
が
問
題
だ
。

参
考
文
献

小
坂
国
継
（
1
9
8
3
）「
研
究
論
文
7 

和
辻
哲
郎
と
比
較
文
化
の
問
題
」『
比
較
思
想
研
究
』、
比
較
思
想
学
会
誌
、
第
10
号
、pp. 96-

1
0
1

岩
淵
干
明
、
田
中
国
夫
（
1
9
7
8
）「
社
会
的
態
度
の
構
造
的
研
究
－
態
度
構
造
研
究
の
概
観
」『
関
西
学
院
大
学
社
会
学
部
紀
要
』、
関
西
学
院

大
学
社
会
学
部
、
第
37
号
、pp.89-99

和
辻
哲
郎
（
2
0
1
5
）『
風
土　

人
間
学
的
考
察
』、
岩
波
文
庫

ヤ
ー
コ
プ
・
フ
ォ
ン
・ 

ユ
ク
ス
キ
ュ
ル
、
ゲ
オ
ル
ク
・
ク
リ
サ
ー
ト
著
（
2
0
1
0
）『
生
物
か
ら
見
た
世
界
』、
日
高
敏
隆
、
羽
田
節
子
訳
、
岩

波
文
庫

三
澤
勝
衛
（
2
0
0
9
）『
三
澤
勝
衛
著
作
集
風
土
の
発
見
と
創
造
４　

暮
ら
し
と
景
観
／
三
澤
「
風
土
学
」
私
は
こ
う
読
む
』、
農
山
漁
村
文
化

協
会

多
田
道
太
郎
（
2
0
1
4
）『
し
ぐ
さ
の
日
本
文
化
』、
講
談
社
学
術
文
庫



わ
た
し
た
ち
が
暮
ら
す
日
本
は
、
世
界
で
い
ち
早
く
人
口
減
少
社
会
に
突
入
し
た
。
人
口
減
少
が
顕
著
に

見
ら
れ
る
中
山
間
地
域
で
は
、
地
域
内
外
か
ら
次
世
代
の
人
材
を
定
住
さ
せ
る
た
め
に
、
新
し
い
地
域
社
会

の
あ
り
方
が
模
索
さ
れ
て
い
る
。

研
究
者
が
フ
ィ
ー
ル
ド
に
関
わ
る
こ
と
は
人
そ
れ
ぞ
れ
動
機
が
異
な
る
。 

と
り
わ
け
、
実
際
に
住
ん
で
い

な
い
地
域
で
調
査
活
動
を
す
る
こ
と
は
、
親
し
い
友
人
や
協
力
者
、
地
域
で
の
要
望
が
な
い
限
り
、
き
わ
め

て
困
難
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
す
で
に
研
究
者
や
地
域
で
活
動
す
る
方
が
い
る
場
合
、
新
た
に
調
査
活
動
を
実

施
す
る
こ
と
で
先
人
が
築
き
上
げ
た
つ
な
が
り
を
壊
し
か
ね
な
い
。
不
安
は
募
る
ば
か
り
で
あ
る
。

 

は
じ
め
て
怒
田
集
落
を
訪
れ
、
そ
の
帰
り
際
に
、
氏
原
学
さ
ん
が
「
何
か
楽
し
い
こ
と
を
や
っ
て
く
だ
さ

い
ね
」
と
言
っ
た
こ
と
が
と
て
も
印
象
的
だ
っ
た
。
地
域
で
「
巻
き
込
む
」
と
い
う
力
は
、
氏
原
学
さ
ん
の

よ
う
な
雰
囲
気
で
人
と
接
す
る
方
に
あ
る
の
だ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
思
う
こ
と
が
で
き
る
の
も
、
石
山
俊
さ

ん
の
科
研
費
「
現
代
社
会
に
お
け
る
篤
農
家
の
研
究
―
―
特
質
と
社
会
的
役
割
の
地
域
間
比
較
（
2
0
1
5–

2
0
1
6
）」
に
少
し
関
わ
ら
せ
て
も
ら
え
た
こ
と
が
大
き
い
。
本
書
の
ア
イ
デ
ィ
ア
す
べ
て
の
源
泉
は
こ
こ

か
ら
は
じ
ま
っ
て
い
る
。

本
書
は
、
地
球
研
が
主
催
す
る
第
19
回
地
球
研
地
域
連
携
セ
ミ
ナ
ー
（
北
海
道
）、
北
大
・
地
球
研
合
同
セ

ミ
ナ
ー
「『
農
』
の
再
発
見　

世
界
の
フ
ィ
ー
ル
ド
か
ら
見
え
て
く
る
こ
と
」
の
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
と
し
て
位

置
付
け
て
い
る
。
こ
の
セ
ミ
ナ
ー
で
は
、
石
山
俊
さ
ん
と
の
連
名
で
発
表
し
た
。
石
山
俊
さ
ん
が
研
究
発
表

を
ま
と
め
、
わ
た
し
が
映
像
を
作
成
し
た
。
そ
の
内
容
は
、
篤
農
家
と
呼
べ
る
安あ

喰じ
き

健
一
さ
ん
（
京
都
府
綾

部
市
で
半
農
半
そ
ば
に
よ
る
暮
ら
し
を
し
て
い
る
）
一
家
の
座
談
会
の
記
録
を
紹
介
し
た
。
セ
ミ
ナ
ー
の
総

合
討
論
会
で
は
「
地
域
が
よ
く
な
る
に
は
安
喰
さ
ん
が
何
人
必
要
で
す
か
」
と
質
問
さ
れ
た
。
そ
の
と
き
は

と
く
に
気
に
も
留
め
な
か
っ
た
。

そ
の
後
、
平
成
29
年
度
所
長
裁
量
経
費
（
グ
ル
ー
プ
研
究
）
の
研
究
助
成
が
採
択
さ
れ
、
高
知
視
察
と
研

究
会
を
実
施
し
た
。
研
究
会
で
は
、「
聞
き
書
き
セ
ミ
ナ
ー　

地
域
に
人
を
ど
う
『
巻
き
込
む
』
か
？
」
と
題

あ
と
が
き

対
話
の
記
録
か
ら
知
の
源
泉
の

統
合
へ



し
て
、
地
域
実
務
者
と
研
究
者
の
対
話
型
の
セ
ミ
ナ
ー
を
行
な
っ
た
。
地
域
実
務
者
に
は
安
喰
健
一
さ
ん
や

田
畑
勇
太
さ
ん
、
さ
ら
に
、
長
野
の
吉
田
修
・
弓
夫
妻
を
招
い
て
行
わ
れ
た
。
地
域
実
務
者
の
活
動
が
お
も

な
内
容
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
も
、「
地
域
実
務
者
は
何
人
必
要
な
の
で
す
か
」
と
。
石
山
さ
ん
と
わ
た
し
は
目

を
合
わ
し
、「
北
海
道
で
も
同
じ
質
問
が
あ
っ
た
ね
」
と
小
声
で
石
山
さ
ん
が
言
っ
た
。

地
域
で
は
、
あ
る
人
が
そ
こ
に
存
在
す
る
こ
と
で
、
そ
の
地
域
が
よ
く
な
る
と
い
う
こ
と
が
あ
り
え
る
の

だ
ろ
う
か
。
セ
ミ
ナ
ー
後
の
帰
路
の
途
中
、
吉
田
夫
妻
を
紹
介
し
て
く
れ
た
対
談
相
手
の
真
貝
理
香
さ
ん
を

交
え
て
、
思
わ
ぬ
方
向
へ
と
会
話
が
は
ず
ん
だ
。

三
村　

今
日
は
北
大
セ
ミ
ナ
ー
と
同
じ
質
問
が
あ
っ
て
び
っ
く
り
し
ま
し
た

石
山　

安
喰
さ
ん
の
よ
う
な
存
在
は
、
そ
れ
だ
け
地
域
に
必
要
な
ん
だ
ろ
う
ね

三
村　

２
度
も
同
じ
質
問
が
あ
る
っ
て
こ
と
は
、
け
っ
こ
う
重
要
な
テ
ー
マ
な
の
か
も
し
れ
な

い
で
す
ね

石
山　
篤
農
家
を
研
究
し
て
て
、
彼
ら
の
よ
う
な
人
た
ち
は
地
域
で
の
存
在
が
大
き
い

真
貝　
そ
れ
こ
そ
、
１
ア
ジ
キ
、
２
ア
ジ
キ
と
か
呼
ん
で
わ
か
る
よ
う
に
し
て

三
村　

そ
れ
い
い
で
す
ね
。
地
域
を
支
え
る
人
を
科
学
的
に
証
明
し
て
、
新
た
な
単
位
が
で
き

た
ら
お
も
し
ろ
そ
う

石
山　

ア
フ
リ
カ
と
か
だ
っ
た
「
ア
ジ
ー
キ
」
み
た
い
な
発
音
に
な
る
か
な
。
海
外
で
も
定
着

し
そ
う

少
し
酔
っ
て
い
た
こ
と
も
あ
り
、
ニ
ュ
ア
ン
ス
や
言
葉
の
誤
り
が
あ
る
と
思
う
が
、
大
筋
こ
ん
な
感
じ
だ
っ

た
と
記
憶
し
て
い
る
。「
１
ア
ジ
キ
」
の
よ
う
に
、
人
を
単
位
に
し
て
地
域
活
動
の
目
安
に
す
る
発
想
に
は
す

ぐ
共
感
で
き
、
知
的
好
奇
心
が
く
す
ぐ
ら
れ
た
。
元
地
球
研
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
リ
ー
ダ
ー
の
村
松
伸
さ
ん
の
言

葉
を
借
り
れ
ば
「
知
の
跳
躍
」
の
瞬
間
で
あ
り
、
知
の
統
合
が
思
わ
ぬ
と
こ
ろ
で
起
こ
っ
た
の
で
あ
る
。

フ
ィ
ー
ル
ド
ぶ
ら
り
を
企
画
し
て
6
年
目
に
な
る
。
対
話
の
記
録
が
今
後
重
要
だ
、
そ
れ
を
冊
子
と
し
て



残
そ
う
。
わ
た
し
の
無
計
画
な
動
機
が
や
っ
と
芽
吹
き
出
し
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
知
の
統
合
は
と
て
も
難

し
い
よ
う
で
、
一
方
で
、
予
期
せ
ぬ
と
こ
ろ
で
、
意
図
せ
ず
に
統
合
す
る
場
合
が
あ
る
。
そ
れ
こ
そ
が
、
は

じ
め
に
で
書
い
た
「
学
問
を
学
問
た
ら
し
め
る
も
の
」
な
の
だ
。
本
書
で
綴
ら
れ
た
「
宣
言
」
の
な
か
に
、

わ
た
し
の
知
ら
な
い
と
こ
ろ
で
知
の
統
合
が
芽
吹
き
出
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
知
の
源
泉
と
い
う
の
は
、
人

と
の
関
わ
り
の
中
で
育
ま
れ
る
こ
と
だ
と
気
づ
か
さ
れ
た
。
こ
れ
か
ら
も
コ
ツ
コ
ツ
と
続
け
て
ゆ
き
た
い
と

思
う
。

最
後
に
、
い
つ
も
な
が
ら
、
本
書
の
作
成
は
ギ
リ
ギ
リ
の
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
で
あ
っ
た
。
携
帯
を
見
る
と
、

未
原
稿
の
状
態
で
デ
ザ
イ
ン
を
依
頼
し
た
の
は
2
0
1
8
年
2
月
の
こ
と
。
年
度
末
と
い
う
忙
し
い
時
期
に

も
関
わ
ら
ず
、
二
つ
返
事
で
引
き
受
け
て
く
れ
た
時
代
工
房
の
柴
田
宣
史
さ
ん
、
編
集
担
当
を
引
き
受
け
て

く
れ
た
黒
木
実
奈
子
さ
ん
、
心
か
ら
感
謝
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
本
書
作
成
お
よ
び
企
画
を
サ
ポ
ー
ト
し
て

く
れ
た
窪
田
副
所
長
や
井
上
裕
子
さ
ん
、
広
報
室
員
の
み
な
さ
ま
、
心
よ
り
お
礼
を
申
し
上
げ
た
い
。

 

三
村　

豊



石
山 　

俊
：
国
立
民
族
学
博
物
館
（
文
化
人
類
学
、
環
境
人
類
学
）

N
G
O
に
よ
る
砂
漠
化
対
処
活
動
現
地
駐
在
員
と
し
て
ア
フ
リ
カ
、
チ
ャ
ド
で
4
年
間
を
過
ご
す
。
後
、
ア
フ
リ
カ
乾
燥
地
に
て
、

農
業
を
中
心 

と
し
た
生
業
活
動
と
そ
の
現
代
的
変
容
を
テ
ー
マ
に
し
た
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
と
研
究
を
開
始
。
福
井
県
中
山
間
地

へ
の
移
住
経
験
を
き
っ
か
け
に
、「
篤
農
家
」
の
研
究
に
も
着
手
し
た
。

市
川 

昌
広
：
高
知
大
学
（
地
域
研
究
、
農
村
社
会
学
）

東
南
ア
ジ
ア
（
お
も
に
マ
レ
ー
シ
ア
）
や
高
知
県
の
農
山
村
を
取
り
巻
く
社
会
（
森
林
・
農
業
政
策
、
都
市
の
拡
大
、
地
域
開
発
、

環
境
問
題
な
ど
）
が
人
々
の
暮
ら
し
に
与
え
る
影
響
に
つ
い
て
研
究
。

氏
原 　

学
：
ぬ
た
た
の
会

高
知
県
長
岡
郡
大
豊
町
怒
田
集
落
出
身
。
高
知
大
学
の
事
務
職
を
退
職
後
、
ふ
る
さ
と
の
怒
田
に
U
タ
ー
ン
す
る
。
学
生
の
授
業
や

研
究
の
フ
ィ
ー
ル
ド
と
し
て
怒
田
の
地
域
再
生
に
取
り
組
む
。

三
村 　

豊
：
総
合
地
球
環
境
学
研
究
所
（
建
築
学
・
建
築
史
・
都
市
史
）

建
築
・
都
市
史
を
中
心
に
画
像
処
理
や
G
I
S
を
用
い
て
研
究
に
従
事
す
る
。
主
に
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
・
ジ
ャ
カ
ル
タ
都
市
圏
を
対
象

に
、
時
系
列 

の
都
市
の
情
報
基
盤
構
築
を
行
う
。
ジ
ャ
カ
ル
タ
都
市
圏
は
、
都
市
（
コ
タ
：kota

）
で
も
あ
り
か
つ
村
落
（
デ
サ
：

desa

）
で
あ
る
よ
う
な
地
域
（D

esakota

）
が
広
域
都
市
圏
を
形
成
し
て
お
り
、
そ
う
し
た
都
市
構
造
が
環
境
へ
の
負
荷
を
軽
減
し

て
い
る
可
能
性
が
あ
る
。
都
市
の
中
の
「
隠
さ
れ
た
智
恵
」
を
古
地
図
や
地
理
情
報
を
も
と
に
明
ら
か
に
す
る
研
究
を
行
っ
て
い
る
。

田
畑 

勇
太
：
N
P
O
「
ぬ
た
守
る
会
」

愛
知
県
生
ま
れ
。
限
界
集
落
発
祥
の
地
、
高
知
県
大
豊
町
に
4
年
前
に
Ｉ
タ
ー
ン
。
現
在
、
妻
と
息
子
と
三
人
で
暮
ら
し
、
農
業
を

営
ん
で
い
る
。
2
0
1
7 

年
2 

月
に
集
落
を
持
続
さ
せ
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
N
P
O
「
ぬ
た
守
る
会
」
を
発
足
さ
せ
る
。

寺
田 

匡
宏
：
総
合
地
球
環
境
学
研
究
所
（
歴
史
学
、
メ
タ
ヒ
ス
ト
リ
ー
）

歴
史
と
記
憶
の
関
係
や
、
歴
史
と
い
う
人
間
中
心
の
概
念
が
非-
人
間
を
扱
う
環
境
と
ど
う
関
係
す
る
か
を
研
究
。
ま
た
、
メ
タ
ヒ

ス
ト
リ
ー
と
い
う
記
述
の
立
場
か
ら
、
超
長
期
の
過
去
で
あ
る
ア
ン
ソ
ロ
ポ
シ
ー
ン
と
未
来
史
に
つ
い
て
も
研
究
。

プ
ロ
フ
ィ
ー
ル
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「私」は言語によって定義される。同じ「私」でも、それを主体と言った時と、自我と言っ
た時、その様態は異なる。近年、環境問題を巡って、これまで見逃されてきた主体
のあり方に注目が集まっている。菊地直樹はコウノトリ野生復帰の現場で「ほっと
けない」という受け身でありながら主体的な姿勢を見出し[菊地2017]、林憲吾は環境保
護に半身で関わるという「ためらい」というありかたを建築・都市計画の現場から
発見し[林2017]、寺田匡宏は「巻き込まれ」という状況へのコミットのあり方の特質を
災害や開発にかかわる人類学の現場から抽出した[寺田2017]。それらは、哲学の國分巧
一郎が注目する中動態とも通じる、受動と能動のはざまにあるあり方である[國分2017]。
環境学研究においては、アンソロポシーン説の登場など、だれがこの地球の主体か
という問題が問われている。それは、従来の、主体／客体の二分法を再考すること
を求める。その二分法とは、受動と能動を截然と区別する近代ヨーロッパ語の構築
したものでもある。とするなら、受動と能動という区分のあり方を再考させる日本
語における主体のあり方は、グローバルに見て地球環境学問題の解決にある一つの
ヒントを与えることになるのではなかろうか。

［引用文献］
菊地直樹 (2017)『「ほっとけない」からの地域再生学――コウノトリ野生復帰の現場』京都大学学術出版会
林憲吾 (2017)「環境保全をためらう理由」『平成 28 年度総合地球環境学研究所所長裁量経費報告書』総合地球環境学研究所
寺田匡宏 (2017)「援助の姿勢を考える――書評：石山俊『サーヘルの環境人類学』、清水貴夫『ブルキナファソ』」

『Humanity&Nature』66
國分巧一郎 (2017)『中動態の世界――意志と責任の考古学』医学書院

能動／受動と環境主体性 寺田　匡宏
（日本語要旨）



iii

world. Clear distinction of the subject enabled the modern civilization. However, a lot of problem is caused 

by it. Kokubun concludes that to overcome the problem caused by the modernity the middle voice should be 

reevaluated.

4. Lesson of the Environmental Subjectivity in the Epoch of the Anthropocene

In the environmental studies, the revision of subjectivity is necessitated. Especially a keen demand for 

alternative environmental narrative exists. Newly emerging geological term, the Anthropocene, requires a new 

perspective on the long past of more than 4.6 billion years which covers not only the human history but also the 

entire process of evolution and development of the globe. History is a process which is made by humanity under 

their subjectivity, but evolution and development of the earth system is a mere process of becoming. How do we 

narrate this long past? The emergence of the Anthropocene concept reflects critical situation of human/ nature 

relationship and it needs alternative view on the subject of the Earth; this is an ambiguous condition and to 

grasp this ambiguity, the revision of passive/active divide might play a key role. To re-define it as a new concept 

of environmental subjectivity might contribute to solve this contemporary environmental problem.

[References]
Hayashi, Kengo (2017).  “Kankyohozen wo tamerau riyu (The reason why they hesitate to commit the natural 

conservation activity)”, Annual Report for RIHN Research Fund 2017, Research Institute for 
Humanity and Nature, in Japanese.

Jonson, B. (ed.) (2011).  Freedom and Interpretation: The Oxford Amnesty Lecture, 1992, New York; Basic Books, 
quoted in Lorraine Code, “Self, Subjectivity, and the Insituted Social Imaginary”, in Shaun 
Gallagher (ed.), The Oxford Handbook of the Self, Oxford: Oxford University Press.

Kikuchi, Naoki (2017).  Hottokenai kara no shizen saisei gaku: kounotori yasei hukki no genba (Methodology on 
Reviving Nature from Veiw Point of Hottokenai: On the spot report of re-introduction of 
Stork), Kyoto: Kyoto University Press, in Japanese.

Kokubun, Koichiro (2017).  Chudotai no sekai: ishito sekinin no kokogaku(Philosophical Inquiry into the Middle Voice: 
Archaeology of will and responsibility), Tokyo: Igakushoin, in Japanese.

Shimizu, Hiromu (2003).  Hunka no kodama: Pinatubo aeta no hisai to shinsei womeguru bunka, kaihatsu, NGO (Echo 
of Volcanic Explosion: Suffering and Rehabilitation of Pinatubo-Aeta People and Its Culture, 
Development, and NGO), Fukuoka: Kyushu University Press.

Shimizu, Takao (2017).   Burukinafaso: Bamu ken no seigyo, sabakuka taisyo, kaihatsu no monogurahu (Burkina 
Faso: A Monograph of Subsistence, Protection for Desertification, and Development in Bam 
District), Kyoto: Research Institute for Humanity and Nature.

Terada, Masahiro (2017).   “Enjo no shisei wo kangaeru (Rethinking the Regional Development)”, Humanity&Nature, 66, 
in Japanese.
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tamerai, when he/ she is asked to participate in the environmental activity like natural conservation. Although 

to conserve nature is good deed for them, they often hesitate to commit it from head to foot, because natural 

conservation or sustainable development and keeping life quality high seems to be incompatible. “I understand 

the importance of it, but… .” They often say. With saying so, they would like to commit. Such commitment 

with hesitation is the commitment in half body. Hayashi argues that such tendency is a typical phenomenon 

observed in Japanese society.

The third term makikomare is discussed by Masahiro Terada5. Terada discovered this term in the description 

of the anthropologist of natural disaster6 and the anthropologist of regional development7. Both are involved 

into the vortex of problem; Luzon island, Philippine, the place of field work of the former was hit by the 

huge volcanic explosion of Mt. Pinatubo and the latter who did not intend to do field work of developmental 

anthropology was invited by local people into their activity. In their books they describe their commitment as 
makikomare, which means “being involved without intention”. For them, what they did is not the result of their 

will, but a consequence of the matter of process.

What common in those three terms is the blurred subjectivity. When those terms are said, who did it and 

who decides it is not so clear; distinction between active and passive is clouded. This ambiguity is one of a 

characteristics of Japanese environmental subjectivity represented in Japanese language. 

3. Problem of the Voice of Middle

As for the voice of active and passive, Koichiro Kokubun, philosopher and specialist of Spinoza and Derrida, 

inquires the meaning of the ambiguity between those two and re-introduces the voice of middle8. He found 

that in the practice of psychiatry, patient often says that he/she did not intend to do so, but he/she had to do so. 

To interpret such kind of loss of subject, the clear distinction between active and passive should be revised, he 

says. Instead of active/passive-divide, he features the concept of middle voice, which existed in classical Greek 

and Latin, but extinguished during the course of time in European modern language. In the middle voice, “subject 

is constructed as a subject in the process which the verb represents9.” It is the process in which subject becomes 

its subject, namely subject exists inside the process of subject's becoming subject. The voice of middle and the 

voice of active was a pair in ancient time, and, at the time, distinction between the two was measured not by 

the criteria of “do and to be done”, but by where does the process proceed, i.e. whether the process is transitive 

or intransitive. In ancient time, the will and responsibility differ from those of today. But, the middle voice 

declined in the middle age and the will, responsibility, and human subjectivity were fabricated in the Western 

5　[Terada 2017]
6　[Shimizu 2003]
7　[Shimizu 2017]
8　[Kokubun 2017]
9　[Kokubun 2017:77]
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Between Active and Passive
Japanese Language and Environmental Subjectivity in the Epoch of the Anthropocene1

 Masahiro Terada

1. The “I” Constructed Culturally and Linguistically

The “I” is constructed. The “I” is constructed culturally. That the “I” is constructed culturally means that the 

“I” differs from culture to culture. The culturally differently constructed “I” is represented in different languages 

in different ways. This paper is written in English but even the “I” in English differs from place to place. The 

“I” is thought to be an equivalent to the “subject” in the place where influence of continental thought is strong, 

whereas in the places where American tradition is dominant the “I” is thought to be “self.”2 On the one hand, 

when we call the “I” the self, the term evokes collocations regarding self-determination, self-will, or free will, 

but, when we think the “I” as the subjectivity, on the other hand, it reminds us the term substance or object.

2. Who and What Made It?: Language and Ambiguous Japanese Environmental Subjectivity

Recently, in Japanese environmental studies, a new focus on culture, language, and subjectivity is emerging; 

the traditional term “hottokenai（ほっとけない）,” “tamerai（ためらい）,” and “makaikomare（巻き込まれ）” 
are given fresh meanings by various scholars.

Hottokenai is a term which was found by Naoki Kikuchi. In his book,3 whose theme is the adoptive 

governance of wild life management and which investigates the reintroduction work of wild stork vanished in 

1971, Kikuchi describes how local people take part in the activity of the revitalization of the specie. Being asked 

the reason why they participated in the action, local residents often say, “because hottokenai.” Hottokenai in 

Japanese consists of three̶or four̶words; “horu,” “toku (te+oku), ” and “nai.” It means literary that “I cannot 

leave it as it is,” or “I cannot leave it in trouble.” It is also translated as “it does not make me leave it as it is,” or “I 
was made to commit by it.” What most interesting is that the term hottokenai do not need the nominative. The 

phrase can be interpreted both in active and passive voice. Hence, when we hear this usage, the question of who 

does hottokenai, and what makes her/him hottokenai immediately emerges.

Similar term to hottokenai is tamerai, or hesitation. Kengo Hayashi argues the problematic of this word from 

view point of city planning or eco-friendly architecture4. According to Hayashi, Japanese people often say 

1　 This paper is presented at the research colloquium “Rethinking Environmental Praxis, Disciplinarity, and 
Subjectivity: New Perspectives on the Anthropocene in East Asia,” held in Research Institute for Humanity and Nature 
in Kyoto, Japan, on 15 February 2018.

2　[Johnson (ed.)2011]
3　[Kikuchi 2017]
4　[Hayashi 2017]
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