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そ
の
昔
、
松
永
伍
一
に
よ
っ
て
、
ぼ
く
た
ち
は
農
民
詩
人
、
真
壁
仁
の

存
在
を
知
っ
た
。
松
永
の
仕
事
は
多
岐
に
わ
た
る
が
、
何
よ
り
も
大
き
な

業
績
は
、
全
五
巻
に
も
わ
た
る
『
日
本
農
民
詩
史
』
を
書
い
て
い
て
、
膨

大
な
詩
史
が
描
け
る
ほ
ど
に
も
農
民
詩
の
世
界
が
豊
で
あ
る
こ
と
を
知
ら

し
め
た
こ
と
で
あ
っ
た
。

　

し
か
し
、
一
方
で
、
真
壁
仁
の
名
に
触
れ
た
と
き
に
、
あ
あ
、
農
民
詩

人
の
真
壁
仁
だ
な
、と
了
解
し
て
安
心
し
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。

自
分
の
怠
慢
を
松
永
伍
一
の
せ
い
に
す
る
の
で
は
な
い
が
、ぼ
く
た
ち
は
、

人
一
人
の
人
生
を
た
っ
た
一
つ
の
肩
書
で
理
解
し
て
、
め
っ
た
に
そ
の
先

に
進
も
う
と
し
な
い
。
ち
な
み
に
、W

ikipedia

の
紹
介
で
は
、
真
壁
仁

は
「
日
本
の
詩
人
、
思
想
家
」
で
あ
る
。

　

け
れ
ど
も
、
こ
う
し
た
肩
書
だ
け
に
納
ま
っ
て
し
ま
う
の
で
な
い
こ
と

を
、
楠
原
彰
は
本
書
の
冒
頭
で
示
唆
し
て
い
る
。「
真
壁
仁
は
、
詩
人
・

思
想
家
で
あ
る
と
同
時
に
、
平
和
運
動
家
、
文
化
・
教
育
運
動
の
実
践
者

で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
何
よ
り
も
農
民
で
あ
っ
た
。〈
農
の
精
神
〉
を
生

き
た
生
活
者
で
あ
っ
た
」
と
。

　

こ
れ
で
も
真
壁
仁
が
何
者
だ
っ
た
か
を
伝
え
る
に
は
あ
ま
り
に
も
不
足

し
て
い
る
。そ
れ
は
、誰
よ
り
も
著
者
楠
原
彰
が
そ
う
感
じ
た
か
ら
こ
そ
、

こ
の
大
部
の
評
伝
を
書
い
た
の
で
あ
る
。

　

ど
う
し
て
人
は
そ
の
人
の
肩
書
だ
け
で
人
を
語
ろ
う
と
す
る
の
か
。
履

歴
書
風
の
人
物
紹
介
で
人
を
理
解
し
て
済
ま
せ
る
他
者
認
識
は
、
つ
い
に

実
際
の
人
物
を
知
る
こ
と
な
く
、
貨
幣
換
算
で
き
る
機
能
の
一
部
を
交
換

す
る
だ
け
で
、
相
互
理
解
に
ほ
ど
遠
い
。
現
代
人
の
生
活
か
ら
個
別
固
有

の
具
体
的
な
細
部
が
失
わ
れ
、
そ
の
結
果
、
全
人
的
人
格
の
表
現
者
と
し

て
で
は
な
く
、
現
代
人
は
細
分
さ
れ
た
交
換
可
能
な
抽
象
的
人
格
を
生
き

て
い
る
。
そ
の
回
復
を
願
っ
て
本
書
は
書
か
れ
て
い
る
。

　

真
壁
仁
は
、宮
沢
賢
治
に
深
く
共
感
し
て
い
た
。ど
こ
に
共
感
し
た
か
。

宮
沢
賢
治
の
「
何
も
の
に
も
と
ら
わ
れ
な
い
」
表
現
者
と
し
て
の
豊
か
さ

に
注
目
す
る
と
同
時
に
、
賢
治
が
と
り
わ
け
生
活
者
、
科
学
者
、
技
術
者
、

農
業
指
導
者
、
宗
教
家
、
教
育
者
と
い
っ
た
「
全
人
的
人
格
の
表
現
者
で

あ
っ
た
」
こ
と
に
大
き
な
意
味
を
見
出
し
共
感
し
た
。

　

真
壁
仁
は
農
民
に
し
て
詩
人
と
い
う
、
今
流
行
り
の
「
半
農
半
芸
」
ど

〔
書
評
〕

楠
原
彰
著

『
野
の
詩
人　

真
壁
仁

 
そ
の
表
現
と
生
活
と
実
践
と
』

加
藤
種
男
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こ
ろ
で
は
な
か
っ
た
。
半
農
半
芸
と
は
、
芸
術
活
動
も
す
る
が
、
そ
れ
以

外
の
様
々
な
仕
事
も
す
る
市
民
芸
術
活
動
の
再
評
価
の
た
め
に
、
今
日
の

ア
ー
ト
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
世
界
で
浮
上
し
て
き
て
い
る
概
念
で
あ
る
。
人

は
実
に
ト
ー
タ
ル
に
生
き
る
。
真
壁
は
賢
治
に
な
ら
っ
て
、
信
仰
と
生
活

と
、
そ
し
て
芸
術
を
も
っ
と
広
く
捉
え
な
お
そ
う
と
し
た
。
ま
さ
に
真
壁

仁
も
ま
た
「
全
人
的
人
格
の
表
現
者
」
だ
っ
た
。

　

そ
の
幅
の
広
さ
は
、
こ
う
い
う
と
こ
ろ
に
も
及
ん
で
い
る
。
東
北
学
を

提
唱
し
、
現
代
の
民
俗
学
を
代
表
す
る
赤
坂
憲
雄
を
し
て
『
真
壁
仁
研
究
』

全
七
号
の
刊
行
に
踏
み
切
ら
せ
た
ほ
ど
の
影
響
力
を
も
っ
た
。真
壁
仁
を
、

民
俗
学
者
、地
域
史
研
究
家
と
称
し
て
も
い
い
は
ず
で
あ
ろ
う
。そ
し
て
、

こ
の
面
で
の
真
壁
の
大
き
な
業
績
で
あ
る『
手
職
』に
結
実
し
た
研
究
で
、

真
壁
が
訪
ね
歩
い
た
職
人
の
数
を
、
総
勢
八
〇
人
と
楠
原
は
紹
介
し
て
い

る
。「
和
菓
子
、
絵
蝋
燭
、
畳
職
、
鮨
匠
、
紅
花
づ
く
り
、
塗
師
」
な
ど

な
ど
で
あ
る
が
、普
通
な
ら
ば
、今
し
た
よ
う
に
五
六
の
事
例
を
挙
げ
て
、

以
下
省
略
す
べ
き
と
こ
ろ
を
、
本
書
の
興
味
深
い
点
の
一
つ
は
、
八
〇
人

す
べ
て
を
書
き
写
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
学
者
の
仕
事
だ
な
あ
、
と
ぼ

く
な
ど
は
感
嘆
す
る
。
し
か
し
、
こ
の
「
具
体
的
で
固
有
な
」
手
仕
事
こ

そ
が
、
地
域
の
生
活
者
に
し
て
表
現
者
で
あ
る
「
野
の
詩
人
」
の
何
よ
り

の
証
で
あ
っ
て
、
一
つ
も
漏
ら
す
こ
と
は
で
き
な
い
の
だ
。

　

真
壁
仁
の
生
活
と
仕
事
は
本
当
に
幅
が
広
い
。
黒
川
能
に
出
会
い
、
こ

れ
ま
た
深
く
共
感
し
て
、
こ
れ
を
世
に
送
り
出
す
の
に
尽
力
し
た
。
黒
川

能
と
は
何
か
。
山
形
県
黒
川
の
農
民
が
、「
何
百
年
に
も
わ
た
っ
て
創
造

し
て
き
た
、
驚
く
ほ
ど
神
々
し
く
美
し
い
民
衆
芸
術
」
で
あ
る
。
そ
れ
は
、

真
壁
に
よ
れ
ば
「
室
町
の
大
和
猿
楽
の
芸
道
が
雪
深
い
東
北
の
一
山
村
」

に
伝
え
ら
れ
て
、「
農
民
生
活
を
光
彩
づ
け
る
民
俗
的
な
祭
典
」
で
あ
る
。

　

黒
川
能
に
つ
い
て
、
真
壁
は
「
信
仰
と
芸
術
と
生
活
」
の
完
全
な
一
致

で
あ
っ
て
、神
と
共
に
あ
る
が
ゆ
え
に
支
配
者
を
必
要
と
せ
ず
、ま
た「
観

客
を
必
要
と
し
な
い
」
と
い
っ
て
い
る
。

　

こ
の
考
え
方
は
、
ぼ
く
た
ち
を
勇
気
づ
け
る
。
黒
川
能
に
代
表
さ
れ
る

民
衆
的
祝
祭
的
芸
能
は
、
共
同
体
の
中
で
、
信
仰
と
生
活
を
同
じ
く
す
る

人
々
の
間
で
創
造
さ
れ
た
芸
術
で
あ
る
。
そ
う
し
て
、
こ
の
民
衆
的
祝
祭

芸
術
の
大
き
な
特
色
は
、
関
係
す
る
民
衆
の
す
べ
て
が
作
り
手
、
す
な
わ

ち
創
造
者
で
あ
っ
て
、
受
け
手
と
し
て
の
「
観
客
を
必
要
と
し
な
い
」
こ

と
で
あ
る
。
こ
こ
に
重
要
な
鍵
が
あ
る
。
観
客
や
鑑
賞
者
を
生
み
出
す
こ

と
で
は
な
く
、
す
べ
て
の
民
衆
が
作
り
手
と
な
る
こ
と
、
す
べ
て
の
民
衆

が
芸
術
家
で
も
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
ま
さ
に
、
宮
沢
賢
治
が
提
案
し
た
の

は
そ
の
こ
と
だ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
我
々
に
も
現
代
の
黒
川
能

と
し
て
の
「
民
俗
的
な
祭
典
」
が
生
み
出
せ
る
は
ず
で
あ
る
。

　

真
壁
の
人
生
上
の
出
発
は
、
し
か
し
、
学
び
と
表
現
へ
の
欲
求
を
持
っ

た
者
に
共
通
の
桎
梏
が
あ
っ
た
。
学
び
と
表
現
に
対
す
る
父
の
あ
か
ら
さ
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ま
な
反
対
、
す
な
わ
ち
「
百
姓
仕
事
に
一
人
前
で
な
け
れ
ば
詩
な
ど
書
く

な
」
に
代
表
さ
れ
る
、「
家
」
と
と
も
に
、「
村
」
と
い
う
「
湿
っ
た
暗
い

風
土
」
が
身
体
と
精
神
を
絡
め
と
っ
て
い
く
。

　

そ
の
中
で
、
真
壁
仁
は
ど
の
よ
う
に
生
活
と
芸
術
を
一
致
さ
せ
て
き
た

か
、
農
作
業
と
詩
作
の
統
合
を
は
か
っ
て
来
た
か
に
、
著
者
は
我
が
こ
と

と
し
て
関
心
を
抱
か
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。

　

そ
れ
は
必
ず
し
も
順
調
に
は
実
現
せ
ず
、
父
の
反
対
や
村
の
風
土
に
逆

ら
っ
て
、
し
か
し
野
の
詩
人
と
し
て
誠
実
に
詩
作
に
打
ち
込
め
ば
打
ち
込

む
ほ
ど
、
時
代
の
潮
流
に
逆
ら
う
こ
と
に
な
り
、
つ
い
に
は
転
向
と
い
う

手
痛
い
挫
折
を
も
た
ら
し
て
し
ま
う
。

　

さ
ら
に
、
戦
後
の
平
和
運
動
の
中
で
真
壁
仁
が
と
っ
た
政
治
的
な
態
度

に
つ
い
て
も
、
著
者
は
「
真
壁
に
は
身
近
な
小
さ
な
組
織
や
サ
ー
ク
ル
は

見
え
て
も
、
状
況
に
よ
っ
て
つ
ね
に
豹
変
し
て
は
ば
か
ら
な
い
、
顔
の
見

え
な
い
国
家
権
力
」
や
巨
大
な
政
治
組
織
、
日
本
の
運
動
組
織
の
脆
弱
な

主
体
な
ど
は
見
え
な
か
っ
た
、
と
指
摘
し
て
し
る
。

　

そ
の
こ
と
と
も
関
連
し
て
、
真
壁
が
、
戦
前
に
満
州
の
開
拓
地
を
視
察

し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
戦
後
に
な
っ
て
も
、
そ
の
開
拓
地
の
実
態

が
見
え
て
い
な
い
こ
と
や
、
平
和
運
動
が
世
界
、
特
に
ア
ジ
ア
を
視
野
に

入
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
他
者
の
視
点
を
欠
く
こ
と

も
著
者
は
指
摘
し
て
い
る
。

　

そ
う
し
た
挫
折
や
欠
落
が
あ
っ
た
に
し
て
も
、
真
壁
仁
は
地
域
に
こ
だ

わ
り
、
具
体
的
で
固
有
な
地
域
を
手
放
さ
な
か
っ
た
。

　

真
壁
が
「
地
域
」
を
語
る
よ
う
に
な
る
の
は
一
九
六
〇
年
代
か
ら
七
〇

年
台
だ
っ
た
。
そ
れ
は
す
な
わ
ち
、
日
本
の
諸
地
域
が
「
中
央
」
に
よ
っ

て
「
地
方
化
」
さ
れ
、
地
域
固
有
の
力
や
文
化
が
崩
れ
出
す
時
期
で
、
高

度
経
済
成
長
期
に
あ
た
る
。「
農
民
が
農
に
自
信
を
失
い
始
め
る
こ
ろ
」

で
あ
っ
た
。「
真
壁
が
い
と
お
し
ん
だ
土
は
病
み
、
村
に
は
人
影
が
な
く

な
り
、田
畑
は
荒
れ
、村
の
暮
ら
し
を
支
え
て
い
た
里
山
の
森
は
荒
廃
し
、

手
職
も
ま
た
後
継
者
を
失
い
、
一
つ
ま
た
一
つ
と
消
え
て
い
く
。」

　

け
れ
ど
も
、
住
民
の
自
治
に
着
目
し
て
地
域
を
と
ら
え
な
お
す
こ
と
も

で
き
る
。
そ
う
す
れ
ば
、
生
活
と
文
化
の
空
間
と
し
て
の
地
域
を
、
他
の

地
域
に
対
し
て
閉
ざ
す
も
の
で
は
く
、
他
の
地
域
と
の
連
帯
や
交
流
に

よ
っ
て
自
立
を
た
し
か
な
も
の
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
、
と
い
う
ビ
ジ
ョ

ン
も
、
ま
た
真
壁
仁
は
持
っ
て
い
た
。

　

著
者
が
真
壁
仁
に
こ
だ
わ
り
続
け
て
き
た
の
は
、
真
壁
仁
が
地
域
に
根

を
も
っ
て
生
き
て
き
た
生
活
者
で
あ
り
農
民
で
あ
っ
た
と
同
時
に
、
孤
独

な
表
現
者
、
詩
人
た
ら
ん
と
し
、
さ
ら
に
、
地
域
や
世
界
の
抱
え
る
社
会

的
課
題
の
い
く
つ
か
を
引
き
受
け
て
生
き
よ
う
と
す
る
実
践
者
、
行
動
者

だ
っ
た
か
ら
だ
と
い
う
。
真
壁
仁
も
、
著
者
楠
原
彰
も
生
活
者
に
し
て
表

現
者
、
そ
し
て
行
動
者
で
あ
っ
た
。
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真
壁
仁
は
、
地
域
共
同
体
か
ら
離
脱
で
き
ず
、
そ
の
中
で
、
楠
原
彰
の

場
合
は
都
市
に
出
て
地
域
共
同
体
を
離
脱
し
て
、「
表
現
・
生
活
・
実
践

の
ア
ポ
リ
ア
を
抱
え
て
」
生
き
て
き
た
。「
そ
れ
は
決
し
て
成
功
な
ど
あ

り
え
な
い
、
生
き
る
こ
と
の
選
択
で
あ
っ
た
」
と
い
う
が
、
は
た
し
て
そ

う
か
。

　

確
か
に
、
排
他
的
な
共
同
体
を
離
脱
し
て
「
孤
独
な
表
現
者
、
詩
人
」

た
ら
ん
と
し
て
き
た
の
か
も
知
れ
な
い
が
、
こ
こ
ま
で
相
互
扶
助
の
共
同

体
が
解
体
し
、
そ
の
隙
間
を
経
済
、
科
学
、
政
治
が
手
を
携
え
て
、
我
々

に
任
せ
て
お
け
ば
世
界
は
安
泰
と
ば
か
り
に
簒
奪
を
企
て
て
い
る
時
代

に
、「
孤
独
な
表
現
者
、
詩
人
」
で
は
あ
ま
り
に
無
力
で
は
な
い
か
。

　

真
壁
仁
か
ら
楠
原
彰
に
至
る
時
代
の
「
全
人
的
人
格
の
表
現
者
」
た
ち

の
生
き
方
に
、
も
し
つ
け
加
え
る
べ
き
こ
と
が
あ
る
と
し
た
ら
、「
孤
独

な
表
現
者
」
な
ど
と
い
う
位
置
に
と
ど
ま
ら
ず
、
黒
川
能
の
よ
う
に
す
べ

て
の
民
衆
が
表
現
者
た
る
こ
と
を
め
ざ
し
た
宮
沢
賢
治
に
倣
っ
て
、
創
造

的
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
を
再
生
し
、
そ
の
中
で
も
っ
と
陽
気
な
祝
祭
を
楽
し
む

時
間
を
持
つ
べ
き
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
だ
け
で
あ
る
。

　
（
Ａ
５
判
、
四
一
六
頁
、
現
代
企
画
室
、
二
〇
二
〇
年
六
月
発
行
、
定

価
二
八
〇
〇
円
＋
税
）


