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衝
撃
的
な
タ
イ
ト
ル
で
あ
る
。
野
本
氏
の
生
業
論
、
環
境
論

に
関
心
を
持
っ
て
い
た
読
者
の
な
か
に
は
、
こ
の
タ
イ
ト
ル
に

違
和
感
を
持
つ
方
も
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
し
か

し
、
著
者
は
決
し
て
オ
カ
ル
ト
に
走
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
サ

ブ
タ
イ
ト
ル
に
あ
る
よ
う
に
、
主
眼
は
あ
く
ま
で

「自
然
と
結

ぶ
民
俗
」
な
の
で
あ
る
。

冒
頭
で
ま
ず
紹
介
さ
れ
る
の
は
、
著
者
が
飛
騨
で
聞
い
た
、

家
を
建
て
替
え
る
と
き
に
、

一
旦
屋
敷
地
を
自
然
に
帰
す
と
い

う

「菜
蕎
麦
三
日
」
の
話
で
あ
る
。
蕪
や
蕎
麦
は
三
日
で
芽
が

出
る
。
芽
が
出
れ
ぼ
、
屋
敷
地
は
自
然
に
帰
っ
た
こ
と
に
な
り
、

そ
れ
か
ら
基
礎
工
事
に
か
か
る
と
い
う
。
こ
れ
を
聞
い
た
と
き

の
著
者
の
感
動
が
想
像
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
話
は
次
第
に
聞

く
こ
と
が
難
し
く
な

っ
て
き
て
い
る
。
反
対
に
、
終
章
で
紹
介

さ
れ
て
い
る
、
北
五
島
で
見
た
、
主
を
失

っ
た
屋
敷
地
が
コ
ン

ク
リ
ー
ト
で
固
め
ら
れ
て
い
る
事
例
に
は
、
胸
苦
し
い
思
い
を

し
て
い
る
。
現
在
で
は
、
こ
う
し
た
光
景
の
ほ
う
が
、
残
念
な

が
ら
目
に
す
る
機
会
が
増
え
て
い
る
の
は
事
実
で
あ
る
。

著
者
は
、
全
国
各
地
を
精
力
的
に
歩
き
回

っ
て
い
る
。
地
を

這
う
よ
う
な
調
査
か
ら
、
常
々
感
じ
て
き
た
思
い
を
ぶ
つ
け
た
、

本
書
は
そ
う
い
う
内
容
と
な

っ
て
い
る
。
と
く
に
、
平
成

一
七

年
三
月
に
北
五
島

・
野
崎
島
を
訪
れ
た
こ
ろ
か
ら
、
廃
家
の
屋

敷
神
や
、
過
疎
の
ム
ラ
の
、
人
気
の
遠
の
い
た
民
俗
神
が
気
に

な
り
始
め
、
地
霊
に
つ
い
て
考
え
る
よ
う
に
な

っ
た
と
あ
る
。

現
代
の
わ
れ
わ
れ
は
、
土
地
の
声
、
自
然
の
声
を
あ
ま
り
に
も
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無
視
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
う
い
っ
た
疑
問
が
ふ
つ
ふ

つ
と
湧
い
て
き
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

「
は
じ
め
に
」
で
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
「廃
家
が
増
え
、

廃
れ
、
消
え
ゆ
く
ム
ラ
ム
ラ
が
増
し
て
ゆ
け
ぼ
、
特
定
の
場
に

凝
集
さ
れ
た
地
霊
や
、
小
さ
な
民
俗
神
は
、
梯
子
を
は
ず
さ
れ
、

忘
れ
ら
れ
、
や
が
て
忘
却

の
淵
に
沈
む
こ
と
に
な
る
。」
と
い

う
現
象
へ
の
嘆
き
が
、
著
者
に
こ
の
本
を
書
か
せ
た
原
動
力
に

な

っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
著
者
は
嘆
い
て
い
る
だ

け

で
は
な
い
。
「先
人
た
ち
が
、
地
霊

・
精
霊

・
小
さ
な
民
俗

神
に
感
応
し
た
感
性

・
心
性

・
感
応
力
を
少
し
で
も
甦
ら
せ
て

み
た
い
。
」
と
い
う
。

こ
の
列
島
に
み
ら
れ
る
自
然
と
結
ぶ
豊

か
な
民
俗
を
、
も
っ
と
広
く
知
っ
て
ほ
し
い
と
い
う
切
実
な
願

い
が
伝
わ
っ
て
く
る
。

本
書
の
魅
力
は
、
要
点
を
示
す
だ
け
で
は
伝
わ
ら
な
い
と
い

う

こ
と
を
承
知
の
う
え
で
、
ま
ず
は
本
書
の
構
成
を
示
し
、
章

ご

と
に
概
要
を
述
べ
て
お
く
。

1序
ま ま
早 早

地 地
蛋 ξ旨
コロヱ コロヱ

の の
嘆 相
き 貌

開
発
と
忘
却

H
章

皿
章

W
章

V
章

M
章

終
章

地
霊
の
称
揚
と
鎮
め

地
霊
探
索
の
試
み

信
仰
空
間
を
歩
く

森
と
環
境
伝
承

地
霊
と
死
霊

地
霊
と
環
境

ま
ず

「は
じ
め
に
」
で
は
、
地
霊
を
取
り
上
げ
る
意
義
を
述

べ
て
お
り
、
序
章
で
は
、
そ
も
そ
も
地
霊
と
は
ど
の
よ
う
な
も

の
な
の
か
と
い
う
こ
と
を
、
津
軽
、
南
信
、
南
山
城
、
沖
縄

・

国
頭
な
ど
の
事
例
を
提
示
し
て
説
明
し
て
い
る
。

1
章
で
は
、
山
梨
県
、
長
野
県
、
岩
手
県

の
事
例
を
示
し
な

が
ら
、
各
地
の
地
霊
の
嘆
き
を
提
示
し
て
い
る
。
こ
の
章
に
は
、

地
霊
が
無
残
に
打
ち
捨
て
ら
れ
て
い
る
事
例
が
多
数
取
り
上
げ

ら
れ
て
お
り
、
寂
蓼
感
が
漂

っ
て
い
る
。

H
章
で
は
、

一
転
し
て
、
先
人
た
ち
が
地
霊
と
ど
の
よ
う
に

か
か
わ

っ
て
き
た
の
か
を
述
べ
始
め
る
。
ま
ず
は
、
枕
詞
や
地

名
か
ら
、
地
霊
の
活
性
化
、
鎮
撫
の
事
例
を
紹
介
し
て
い
る
。

そ
の
後
、
相
撲
の
シ
コ
、
奥
三
河
の
花
祭
り

の
反
閑
、
四
万
十
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川

の
河
口
閉
塞
を
防
ぐ
相
撲
、
遠
州

・
見
付
天
神
祭
り
の
練
り

な
ど
の
事
例
を
挙
げ
て
、
地
面
を
踏
み
し
め
る
こ
と
で
、
地
霊

を
鎮
め
る
事
例
を
提
示
し
て
い
る
。

皿
章
で
は
、
滋
賀
県
の
野
神
、
山
梨
県
の
道
祖
神
、
三
遠
南

信
地
方
や
九
州
の
ガ
ラ
ン
信
仰
、
阿
波
の
オ
フ
ナ
ト
さ
ん
な
ど

を
取
り
上
げ
、
地
霊
の
多
様
な
顔
を
紹
介
し
て
い
る
。
た
と
え

ぼ

、
野
神
に
つ
い
て
は
、
「野
を
畑
地
に
転
換
す
る
に
際
し
て
、

抑
圧
さ
れ
た
地
霊
を
祀
り
鎮
め
た
も
の
で
あ
る
」
と
分
析
し
て

い
る
。
地
霊
の
本
質
に
迫
ろ
う
と
す
る
試
み
で
あ
る
。

N
章
で
は
、
個
別
の
地
霊
だ
け
で
は
な
く
、

一
定
の
空
間
的

広
が
り
の
な
か
で
、
そ
れ
ら
が
ど
の
よ
う
に
連
鎖
し
て
い
る
の

か
を
述
べ
て
い
る
。
具
体
的
に
は
、
北
五
島
、
遠
州

・
荻
問
川

流
域
、
南
信

・
遠
山
谷
、
南
信

・
伊
那
谷
に
お
け
る
信
仰
空
間

を
提
示
し
て
い
る
。

V
章
で
は
、
地
霊
の
拠
り
ど
こ
ろ
に
な
っ
て
い
る
各
地
の
森

に

つ
い
て
述
べ
て
い
る
。
自
ら
見
出
し
た
、
開
発
の
な
か
で
意

識
的
に
残
さ
れ
た
森
に
つ
い
て
紹
介
し
た
あ
と
で
、
若
狭
の
ニ

ソ

の
森
、
薩
摩
の
モ
イ
ド
ン
な
ど
、
民
俗
学
で
は
有
名
な
森
の

事
例
を
取
り
上
げ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
鳥
獣
霊
の
森
、
神
々
の

森
、
防
災
の
森
、
救
荒
の
森
、
と
い
う
森
の
多
様
な
側
面
に
つ

い
て
紹
介
し
て
い
る
。

M
章
で
は
、
伊
勢
の
朝
熊
山
、
熊
野
の
妙
法
山
、
津
軽
の
川

倉
實
や
仏
ケ
浦
の
事
例
を
取
り
上
げ
、
地
霊
と
死
霊
と
の
関
係

を
述
べ
て
い
る
。

終
章
で
は
、
地
霊
を
思
い
、
大
地
に
感
謝
す
る
時
間
を
も
つ

必
要
性
や
、
ア
ニ
ミ
ズ
ム
的
世
界

へ
の
感
性
が
、
人
を
蘇
生
さ

せ
る
力
が
あ
る
と
い
う
こ
と
も
述
べ
て
い
る
。

本
書
の
概
要
を
示
せ
ぼ
、
以
上
の
よ
う
に
な
る
。

地
霊
と
は
何
か
。
本
書
に
は
明
確
に
示
さ
れ
て
は
い
な
い
。

し
た
が

っ
て
、
本
書
を
読
ん
で
い
く
う
え
で
、
多
少
分
か
り
に

く
さ
も
あ
る
よ
う
に
思
う
。
著
者
自
身
、
以
下
の
よ
う
に
述
べ

て
い
る
。
「地
霊
を
厳
正
な
線
引
き
で
囲
い
こ
む
こ
と
は
困
難
」

で
あ
り
、
「地
霊

・
精

・
精
霊

・
モ
ノ

・
ヌ
シ

・
小
さ
な
民
俗

神
な
ど
は
時
に
複
合
し
、
錯
綜
す
る
こ
と
も
あ
り
、
仕
分
け
や

概
念
規
定
は
む

つ
か
し
い
」
。
地
霊
の
概
念

規
定
は
、
著
者

の

意
図
す
る
と
こ
ろ
で
は
な
か

っ
た
。
こ
の
問
題
に
首
を
突

っ
込

む
と
、
間
違
い
な
く
大
変
な
作
業
が
待
ち
受
け
て
い
る
。
と
り
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あ
え
ず
、
「地
霊
」
と
し
て
く
く

っ
て
お
き
、
先

へ
進
み
た
い
、

そ
う
い
う
思
い
が
に
じ
み
出
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
小

文
で
も
、
こ
の
部
分
に
は
踏
み
込
ま
な
い
こ
と
と
す
る
。

本
書
の
迫
力
と
し
て
ま
ず
挙
げ
ら
れ
る
の
は
、
事
例
の
豊
富

さ
で
あ
ろ
う
。
全
国
的
に
さ
ま
ざ
ま
な
事
例
が
次
々
に
紹
介
さ

れ
、
説
明
が
加
え
ら
れ
て
い
く
。
著
者
の
得
意
と
す
る
方
法
で

あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
事
例
の
ほ
と
ん
ど
が
自
ら
歩
い
て
見
聞

き
し
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
説
得
力
を
増
し
て
い
る
。

文
献
も
用
い
る
場
合
は
あ
る
が
、
基
本
的
に
は
自
ら
直
接
歩
い

て
見
て
聞
い
た
事
例
で
あ
る
。

写
真
の
豊
か
さ
に
も
相
変
わ
ら
ず
圧
倒
さ
れ
る
。
著
者
の
著

作
で
は
、
い
つ
も
写
真
の
比
重
が
高
い
。
今
回
も
、
多
数
の
写

真
が
、
地
霊
の
さ
ま
ざ
ま
な
様
子
を
伝
え
て
く
れ
て
い
る
。
た

だ
し
、
口
絵
写
真
に
は
忘
れ
去
ら
れ
た
地
霊
の
写
真
は
見
当
た

ら
な
い
。
こ
こ
に
は
、
現
代
社
会
を
嘆
い
て
い
る
と
い
う
だ
け

で
は
な
い
、
著
者
の
未
来

へ
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
が
込
め
ら
れ
て
い

る
よ
う
に
思
う
。

し
か
し
な
が
ら
、
圧
倒
さ
れ
る
ほ
ど
の
事
例
で
は
あ
る
が
、

全
国
で
均
等
に
取
り
上
げ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
事
例
の
取

り
上
げ
方
が
恣
意
的
で
あ
る
、
と
い
う
批
判
も
聞
こ
え
て
き
そ

う
で
あ
る
。
た
し
か
に
、
全
国
的
な
傾
向
を
知
り
た
い
と
い
う

気
持
ち
は
出
て
く
る
。
こ
れ
だ
け
歩
い
て
い
る
方
で
あ
る
か
ら

こ
そ
、
地
霊
に
関
す
る
全
国
的
な
視
野
か
ら

の
地
域
差
を
知
り

た
か

っ
た
と
も
思
う
。
お
そ
ら
く
、
全
国
を
く
ま
な
く
歩
い
て

い
る
著
者
で
あ
れ
ぼ
、
全
国
的
に
地
霊
を
列
記
し
、
地
域
的
な

分
布
や
特
徴
を
述
べ
て
い
く
こ
と
も
可
能
で
あ

っ
た
と
思
わ
れ

る
。
し
か
し
、
本
書
で
は
あ
え
て
そ
れ
を
し
な
か

っ
た
。
そ
れ

は
、
お
そ
ら
く
、
記
憶
の
新
鮮
な
事
例
を
素
材
と
し
て
、
読
者

に
迫
り
た
か

っ
た
と
い
う
著
者
の
意
図
が
現
れ
て
い
る
よ
う
に

麗

思
う
。

本
書
で
は
か
な
り
以
前
の
調
査
で
得
た
事
例
の
引
用
は
限
ら

れ
て
い
る
。
ほ
と
ん
ど

の
事
例
は
、
平
成
二
〇
、
一
=

年
ご
ろ

の
調
査
で
得
た
も
の
と
な

っ
て
い
る
。
驚
く
べ
き
こ
と
で
あ
る
。

野
本
氏
は
平
成

一
九
年
三
月
に
近
畿
大
学
を
定
年
退
職
さ
れ
て

い
る
。
七
〇
歳
を
越
え
て
な
お
、
す
さ
ま
じ

い
勢
い
で
全
国
を

歩
き
回
っ
て
い
る
こ
と
が
よ
く
示
さ
れ
て
い
る
。
た
と
え
ぼ
、

『熊
野
山
海
民
俗
考
』
(人
文
書
院
、

一
九
九

〇
年
)
で
取
り
上

げ
ら
れ
た
熊
野
の
丸
石
な
ど
は
、
本
書
で
は
言
葉
の
み
記
述
が
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あ
る
も
の
の
、
事
例
と
し
て
は
ま
っ
た
く
触
れ
ら
れ
て
い
な
い

の
で
あ
る
。

一
見
、
恣
意
的
な
事
例
の
取
り
上
げ
方
に
見
え
る

が
、
そ
こ
に
は
現
在
も
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
、
そ
し
て
、
現
在

起

こ
っ
て
い
る
現
象
を
読
者
に
知
っ
て
ほ
し
か
っ
た
と
い
う
著

者

の
願
い
が
込
め
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

本
書
で
取
り
上
げ
ら
れ
る
事
例
と
し
て
と
く
に
多

い
の
は
、

長
野
県
南
部
、
静
岡
県
西
部
で
あ
る
。
こ
の
地
域
の
事
例
を
本

書
全
体
に
ち
り
ぼ
め
、
そ
の
う
え
に
適
材
適
所
で
各
地
の
事
例

を
提
示
す
る
、
と
い
う
方
向
性
を
持
っ
て
い
る
。
長
野
県
南
部

の
南
信
、
静
岡
県
西
部
の
遠
州
は
、
愛
知
県
東
部
と
と
も
に
、

三
遠
南
信
と
呼
ぼ
れ
る
。
こ
の
地
域
に
は
、
霜
月
祭
り
や
花
祭

り
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
に
、
伝
統
的
な
芸
能
な
ど
が
見
ら
れ
る

と
し
て
、
柳
田
国
男
、
折
口
信
夫
、
渋
沢
敬
三
な
ど
が
注
目
し
、

通

っ
た
地
域
で
あ
る
。
著
者
自
身
は
、
本
書
に
も
記
さ
れ
て
い

る
よ
う
に
静
岡
県
牧
之
原
市
の
出
身
で
あ
る
。
遠
州
の
東
の
端

に
な
る
。
赤
坂
憲
雄
氏
は
、
著
者

・
野
本
寛

一
氏
の
行
動
範
囲

が
東
北
日
本
か
ら
西
南
日
本
ま
で
、
異
質
な
も
の
を
見
る
ま
な

ざ

し
が
な
く
等
し
く
及
ん
で
い
る
こ
と
に
つ
い
て
、
出
身
地
域

が
日
本
全
体
の

「ボ
カ
シ
の
地
帯
」
に
当
た
る
こ
と
が
背
景
に

な

っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
、
と
述
べ
て
い
る

(赤
坂

「解
説

遠
ざ
か
る
神
々
の
風
景
」
野
本
寛

一

『神
と
自
然
の
景
観
論
』

講
談
社
、
二
〇
〇
六
年
)
。
著
者
自
身
は
こ
の
こ
と
を
あ
ま
り

意
識
し
て
は
い
な
い
よ
う
で
あ
る
が
、
東
に
も
西
に
も
目
配
り

し
や
す
い
地
域
の
出
身
で
あ

っ
た
こ
と
が
影
響
し
て
い
る
こ
と

は
確
か
で
あ
ろ
う
。

遠
州
の
事
例
は
、
著
者
の
幼
い
こ
ろ
か
ら

の
記
憶
に
始
ま
り
、

成
長
し
て
か
ら
も
折
々
に
訪
れ
る
な
か
で
、
見
聞
き
し
た
こ
と

が
ベ
ー
ス
に
な

っ
て
い
る
。
牧
之
原
市
の
子
生
ま
れ
石
の
信
仰

の
変
遷
な
ど
は
、
結
果
と
し
て
、
長
年
定
点
観
測
を
お
こ
な
う

こ
と
に
な

っ
た
た
め
に
分
か

っ
た
こ
と
で
あ

っ
た
と
い
え
よ
う
。

本
書
に
取
り
上
げ
ら
れ
る
遠
州
地
域
の
事
例

の
な
か
で
、
荻
間

川
流
域
の
信
仰
空
間
の
叙
述
は
と
く
に
詳
細

で
あ
る
。
荻
間
川

は
長
さ
が

一
〇
.
二
五
キ
ロ
と
い
う
短
い
川

で
あ
る
。
そ
こ
に

集
中
的
に
視
線
を
注
ぎ
込
み
、
地
霊
と
の
交
歓
を
あ
ぶ
り
だ
し

た
記
述
方
法
は
特
筆
さ
れ
る
。
著
者
に
は
、

四
万
十
川
流
域
を

取
り
上
げ
た
壮
大
な
民
俗
誌
も
あ
る
が

(『
四
万
十
川
民
俗
誌
』

雄
山
閣
、

一
九
九
九
年
)
、
こ
う
し
た
狭
い
地

域
に
お
け
る
信

仰
空
間
か
ら
、
地
霊
の
存
在
を
示
そ
う
と
し
た
点
は
興
味
深
い
。
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さ
ら
に
、
南
信
の
遠
山
谷
、
伊
那
谷
の
事
例
も
多
数
紹
介
さ

れ
る
。
こ
れ
は
、
著
者
が
飯
田
市
に
あ
る
柳
田
国
男
記
念
伊
那

民
俗
研
究
所
の
所
長
を
し
て
お
り
、
現
在
も
飯
田
市
内
の
民
俗

調
査
を
お
こ
な
っ
て
い
る
こ
と
が
背
景
に
あ
る
。
飯
田
市
に
は

足
し
げ
く
通
っ
て
お
ら
れ
、
聞
い
た
と
こ
ろ
に
よ
る
と
、
三
月

一
一
日
の
東
日
本
大
震
災
発
生
時
に
も
、
天
竜
川
に
か
か
る
水

神
橋
を
渡
っ
て
お
ら
れ
た
と
い
う
。
と
も
か
く
、
現
在
進
行
形

で
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
こ
の
地
域
の
調
査
も
、
本
書
の
大
き
な

源
泉
と
な
っ
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
1
章
で
取
り
上

げ

ら
れ
た
、
地
霊
の
嘆
き
は
、
過
疎
化
が
進
む
遠
山
谷
で
の
体

験
が
も
と
に
な
っ
て
い
る
。
飯
田
市
中
心
部
が
存
在
す
る
伊
那

谷
か
ら
東
へ
ひ
と
山
越
え
た
遠
山
谷
に
は
、
自
然
と
か
か
わ
る

智
恵
が
豊
富
に
残
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
遠
山
谷
は
著

者
に
多
く
の
感
動
を
与
え
て
い
る
よ
う
で
あ
る
が

(『遠
山
谷

南
部
の
民
俗
』
飯
田
市
美
術
博
物
館
、
二
〇
〇
八
年
、
『遠
山

谷
北
部
の
民
俗
』
同
館
、

二
〇
〇
九
年
、
『遠
山
谷
中
部
の
民

俗
』
同
館
、
二
〇

一
〇
年
)
、
同
時
に
忘
れ
ら
れ
た
地
霊
が
あ

ま
り
に
も
多
い
と
い
う
こ
と
が
本
書
で
は
示
さ
れ
る
。

本
書
に
は
、
愛
知
県
東
部
の
三
河
地
方
の
事
例
も
出
て
い
る

が
、
三
遠
南
信
地
域
の
地
霊
を
体
系
的
に
取
り
上
げ
る
形
式
は

と

っ
て
い
な
い
。
筆
者
と
し
て
は
、
欲
張
り

で
は
あ
る
が
、
遠

州
か
ら
、
南
信
か
ら
、
三
河
か
ら
見
て
い
っ
た
と
き
に
見
え
て

く
る
、
地
霊
の
様
相
を
体
系
的
に
示
し
て
ほ
し
か

っ
た
と
思
う
。

柳
田
、
折
口
、
渋
沢
が
見
て
い
な
か

っ
た
こ
の
地
域
の
迫
力
を
、

著
者
な
ら
ば
描
き
出
す
こ
と
が
可
能
で
は
な
か
ろ
う
か
。

ま
た
、
荻
間
川
で
お
こ
な

っ
た
よ
う
な
手
法
を
、
南
信
か
ら

遠
州

へ
と
注
ぎ
込
む
天
竜
川
の
流
域
と
し
て
と

っ
た
場
合
、
ど

の
よ
う
な
地
霊
の
様
相
が
見
え
て
く
る
の
か
、
興
味
を
そ
そ
ら

れ
る
。
地
域
的
な
差
異
も
見
え
る
で
あ
ろ
う
が
、
お
そ
ら
く
、

地
霊
の
今
後
を
見
据
え
る
試
み
に
も
な
る
の
で
は
な
い
か
と
思

う
。
筆
者
自
身
の
感
覚
で
は
、
遠
州
の
平
野
部
で
は
、
子
生
ま

れ
石
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
に
、
地
霊
が
活
発

で
あ
る
と
い
え
よ

う
。
筆
者
自
身
も
、
子
生
ま
れ
石
を
訪
ね
た
が
、
周
辺
に
茶
畑

が
広
が
り
、
茶
摘
体
験
施
設
、
日
帰
り
温
泉
施
設
も
あ
る
台
地

の
谷
間
に
た
た
ず
む
子
生
ま
れ
石
を
見
る
と
、
こ
の
地
域
の
地

霊
は
活
力
が
あ
る
と
感
じ
た
。
そ
れ
に
対
し

て
、
筆
者
も
し
ぼ

し
ば
訪
れ
て
い
る
三
遠
南
信
山
間
部
で
は
、
人
々
が
少
な
く
な

り
、
結
果
、
や
は
り
忘
れ
ら
れ
そ
う
に
な

っ
て
い
る
地
霊
も
見
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受
け
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
、
少
し
広
域
の

一
定
空
間
を
囲
い

込
ん
で
、
地
霊
の
偏
差
も
見
て
み
た
い
と
思
う
。

ま
た
、
本
書
の
特
色
を
考
え
る
と
、
本
書
の
随
所
で
紀
行
文

的
な
記
述
に
な

っ
て
い
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
よ
う
。
こ
れ
は
、

反
面
、
客
観
的

で
は
な

い
と
い
う
批
判
も
で
き
る
。
し
か
し
、

そ
う
し
た
個
所
か
ら
は
、
著
者
の
感
動
が
伝
わ
っ
て
く
る
。
典

型
的
な
の
は
北
五
島

・
野
崎
島
の
記
述
で
あ
る
。
著
者
は
、
野

崎
島
へ
は
、
近
畿
大
学
民
俗
学
研
究
所
の
調
査
と
し
て
行
っ
て

い
る
。
そ
も
そ
も
、
平
成

一
六
年
夏
の
北
五
島
調
査
の
折
に
は

野
崎
島
ま
で
行
け
な
か
っ
た
と
い
い
、
『民
俗
文
化
』
発
行
直

前

の

一
七
年
三
月
に
野
崎
島
へ
向
け
て
出
か
け
て
い
る
こ
と
か

ら
も
、
著
者
の
こ
の
地
へ
の
思
い
が
見
て
取
れ
る
。
こ
の
成
果

を
ま
と
め
た

『民
俗
文
化
』

一
七
号
に
は
、
野
崎
島

の
磐
座
、

古
木
の
写
真
が
多
数
掲
載
さ
れ
て
お
り
、
著
者
が
い
か
に
感
動

を
覚
え
た
の
か
が
よ
く
分
か
る
。
本
書
で
は
、
文
章
も
写
真
も

抑
え
た
表
現
に
な
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
で
も
人
気
の
な
い
始
原

の
森
へ
と
参
入
し
た
と
き
の
著
者
の
感
動
が
う
か
が
え
る
。
実

は
筆
者
も
こ
の
島
を
訪
ね
た
こ
と
が
あ
る
。
野
崎
島
が
無
人
に

な
る
前
の
平
成
七
年
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
も
あ
っ
て
、

著
者
の
感
覚
が
よ
く
理
解
で
き
る
。
こ
う
し
た
感
覚
を
伝
え
る

た
め
に
、
紀
行
文
的
な
文
体
の
有
効
性
も
分
か
る
気
が
す
る
。

も
う
少
し
踏
み
込
む
と
、
著
者
が
こ
の
よ
う
な
表
現
形
態
を

取
る
背
景
に
は
、
お
そ
ら
く
著
者
が
国
学
院
大
学
で
文
学
を
学

ん
だ
と
い
う
こ
と
も
関
係
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
推
測
で

き
る
。
し
か
し
、
筆
者
に
は
そ
れ
だ
け
が
理
由
で
は
な
い
よ
う

に
思
わ
れ
る
。
つ
ま
り
、
日
本
の
聖
地
に
は
、
そ
こ
へ
至
る
道

行
き
が
大
事
で
あ
る
と
い
う
意
識
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
典
型

的
な
の
は
沖
縄
の
ウ
タ
キ
で
あ
る
。
ウ
タ
キ
に
は
社
殿
は
な
い
。

最
終
的
に
は
巨
石
や
巨
木
が
あ
る
、
あ
る
い
は
小
さ
な
石
が
置

か
れ
て
い
る
と
い
う
だ
け
の
と
こ
ろ
も
あ
る
。
ウ
タ
キ

へ
入

っ

て
行
く
う

っ
そ
う
と
し
た
森
を
通
る
と
い
う
参
道
の
部
分
が
大

事
で
あ
る
と
い
う
指
摘
が
あ
る

(上
田
篤

『
鎮
守
の
森
』
鹿
島

出
版
会
、
二
〇
〇
七
年
)
。
本
土
の
神
社
に
も
、
森
を
く
ぐ
り

ぬ
け
る
参
道
が
長
く
続
く
場
合
が
多
い
。
そ
う
し
た
日
本
の
聖

地
の
本
質
を
伝
え
よ
う
と
思
う
と
、
自
身
が
そ
こ
に
至

っ
た
と

き
の
感
覚
、
感
動
を
伝
え
な
い
と
無
理
で
あ
る
、
と
い
う
意
識

が
著
者
に
は
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
折
口
信
夫

に
も
通
じ
る
感
覚
な
の
か
も
し
れ
な
い
。

305



と
こ
ろ
で
、
本
書
で
著
者
が
伝
え
た
か
っ
た
思
い
は
、
筆
者

に
も
よ
く
分
か
る
部
分
も
多
い
。
著
者
の
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク

と
は
比
べ
物
に
な
ら
な
い
し
、
同
じ
地
域

へ
通
っ
て
い
る
わ
け

で
は
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
と
こ
ろ
、
著
者
と
同
じ
よ
う
な
思

い
を
感
じ
て
い
た
。
筆
者
の
場
合
、
こ
こ
数
年
、
和
歌
山
県
北

部

の
高
野
山
麓
の
山
村
を
訪
ね
歩

い
て
い
る
。

こ
の
地
域
は
、

高
野
山
の
山
上
だ
け
が
栄
え
、
高
野
山
を
取
り
巻
く
集
落
は
、

ほ
と
ん
ど
が
過
疎
化
に
あ
え
ぎ
、
限
界
集
落
と
な

っ
て
い
る
。

な
か
に
は
、
七
軒
し
か
な
い
集
落
、
あ
る
い
は
二
軒
、

一
軒
し

か
な
い
集
落
も
あ
る
。
話
者
の
な
か
に
は
、
限
界
集
落
で
は
な

く
、
極
限
集
落
で
あ
る
、
と
い
う
方
も
い
た
。
こ
う
し
た
集
落

で
は
、
神
仏
の
統
廃
合
が
お
こ
な
わ
れ
、
細
々
と
祭
祀
が
お
こ

な
わ
れ
て
き
た
が
、
そ
れ
で
も
住
民
の
高
齢
化
に
と
も
な
っ
て

祭
祀
を
お
こ
な
う
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
ケ
ー
ス
も
出
て
い

る
。
こ
う
し
た
集
落
に
は
、
自
然
と
結
ぶ
智
恵
が
た
く
さ
ん
見

ら
れ
る
。
そ
う
し
た
智
恵
が
な
く
な
っ
て
い
く
の
か
、
い
か
に

す
れ
ぼ
先
人
の
知
恵
が
伝
わ
っ
て
い
く
の
か
、
考
え
さ
せ
ら
れ

る

こ
と
が
多
か
っ
た
。
筆
者
の
場
合
に
は
、
自
然
と
か
か
わ
る

智
恵
に
注
目
し
す
ぎ
て
、
忘
れ
ら
れ
て
い
く
神
々

へ
思
い
を
は

せ
る
こ
と
が
少
な
か

っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
著
者
は
そ
こ
に
注

目
し
た
と
い
え
よ
う
。
以
前
、
著
者
か
ら
生
業
ば
か
り
で
は
な

く
、
信
仰
も
め
く
ぼ
り
し
な
い
と
い
け
な
い
、
と
聞
い
た
こ
と

が
あ

っ
た
。
著
者
は
専
門
医
で
は
な
く
、
な
ん
で
も
見
る
町
医

者
な
の
で
あ
る
と
い
う
。
そ
う
し
た
著
者
の
意
識
が
、
自
然
と

結
ぶ
民
俗
の
な
か
か
ら
、
忘
れ
ら
れ
て
い
く
地
霊
を
呼
び
起
こ

し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

本
書
の
な
か
に
は
、
峠
越
え
の
儀
礼
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
る

個
所
が
あ
る
。
峠
を
越
え
る
と
き
に
は
、
近
代
に
至
る
ま
で
、

ハ
ナ
を
立
て
る
な
ど
し
て
地
霊
に
祈
り
を
捧
げ
た
。
著
者
は
そ

れ
を
空
間
的
通
過
儀
礼
と
呼
ん
で
い
る
。
た
と
え
ぼ
、
著
者
が

古
代
の
事
例
と
し
て
提
示
す
る
神
坂
峠
は
、
岐
阜
、
長
野
県
境

の
恵
那
山
を
越
え
て
い
く
険
し
い
峠
で
あ
る
。
し
か
し
、
現
在

で
は
、
そ
の
山
腹
を
中
央
自
動
車
道
の
全
長
約
八
.
五
キ
ロ
の

恵
那
山
ト
ン
ネ
ル
が
貫
い
て
お
り
、
多
く
の
人
々
が
山
の
こ
と
、

神
の
こ
と
な
ど
ま

っ
た
く
考
え
な
い
で
東
濃
と
伊
那
谷
を
行
き

来
し
て
い
る
。
せ
い
ぜ

い
、
こ
の
ト
ン
ネ
ル
は
長
い
な
、
と
思

う
ぐ
ら
い
で
あ
ろ
う
。
筆
者
は
こ
の
ト
ン
ネ
ル
を
通
過
す
る
と

き
、
峠

の
神

の
こ
と
、
そ
の
ま
ま
通
過
す
る
現
状
の
こ
と
を
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常
々
感
じ
て
い
た
。
著
者
は
ま
さ
に
こ
う
し
た
、
現
代
人
の
忘

れ
て
い
く
、
し
か
し
忘
れ
て
は
い
け
な
い
も
の
に
つ
い
て
訴
え

て

い
る
の
で
あ
る
。
そ
う
し
た
著
者
の
思
い
が
伝
わ
れ
ぼ
、
本

書

の
目
的
は
お
お
よ
そ
果
た
し
た
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
し

か
し
な
が
ら
、
残
さ
れ
た
課
題
も
多
い
。
後
塵
を
拝
す
る
者
と

し
て
も
、
地
霊
の
探
索
を
続
け
、
地
霊
の
整
理
を
し
、
さ
ら
に

未
来
へ
と
つ
な
が
る
提
案
ま
で
考
え
て
い
か
な
け
れ
ば
と
痛
感

し
て
い
る
。

(二
〇

一
〇
年

一
二
月
、
岩
波
書
店
、
四
六
判
、
二
二
八
頁
、

三
〇
〇
〇
円
十
税
)
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