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地
べ
た
か
ら
の
視
座
の
復
権 

 

―
土
着
の
感
性
を
磨
く
ー 

 

津 

野 

幸 

人 

 

最
近
の
政
局
を
う
か
が
う
と
、
わ
が
国
も
米
国
の
片

棒
を
担
い
で
、
戦
争
に
駆
り
立
て
ら
れ
そ
う
だ
。
思
い

出
す
の
は
、
先
の
戦
争
の
開
戦
時
と
終
戦
時
に
外
務
大

臣
を
務
め
た
東
郷
茂
徳
が
、
A
級
戦
犯
と
し
て
獄
中
に

あ
っ
た
と
き
に
同
僚
の
戦
犯
を
詠
ん
だ
歌
で
あ
る
。 

此
の
人
ら
信
念
も
な
く
理
想
な
し 

た
だ
熱
に
付
す
る
の
徒
輩
な
る
の
み 

大
事
な
の
は
信
念
よ
り
も
理
想
だ
と
思
う
。
高
い
理

想
が
な
く
て
、
信
念
だ
け
で
は
批
評
精
神
が
生
ま
れ
な

い
。
い
つ
の
時
代
で
も
国
家
主
義
的
政
治
家
は,

国
民
を

「
熱
に
付
す
る
の
徒
輩
」
と
し
た
が
っ
て
い
る
の
だ
。

か
く
申
す
私
も
一
五
歳
で
特
攻
隊
に
憧
れ
て
、
海
軍
航

空
隊
に
入
隊
し
た
。 

頼
も
し
い
の
は
、
朝
日
俳
壇
に
載
っ
た
「
反
戦
で
毒

舌
家
な
り
生
身
魂
」（
中
村
誠
示
）
た
ち
で
あ
る
。
こ
の 

句
の
作
者
は
軍
隊
体
験
者
で
、
そ
の
毒
舌
か
ら
迸
る
の

は
、
不
戦
の
誓
い
を
棚
上
げ
に
し
て
、
再
び 

若
者
を
戦 

 

   

場
へ
駆
り
立
て
る
老
獪
な
政
治
家
へ
の
怒
り
で
あ
ろ
う
。

私
に
と
っ
て
消
え
が
た
い
記
憶
は
、
戦
中
戦
後
の
食
料

不
足
で
あ
る
。
こ
の
原
点
か
ら
、
食
糧
自
給
を
省
み
な

い
貿
易
至
上
主
義
者
を
批
判
し
、「
愛
国
と
は
郷
土
愛
で

あ
る
。
郷
土
愛
は
、
農
業
な
し
に
は
生
ま
れ
な
い
。」
と

の
信
念
を
繰
り
返
し
吐
露
し
て
い
る
の
で
あ
る
。 

松
山
藩
士
族
に
生
ま
れ
た
正
岡
子
規
に
は
、
次
の
よ

う
な
望
郷
の
歌
が
あ
る
。 

古
さ
と
に
我
に
五
反
の
畑
あ
ら
ば 

硯
を
焚
き
て
麦
植
ゑ
ま
し
を 

 

現
実
に
は
松
山
市
郊
外
の
道
後
平
野
で
、
米
麦
作
の

五
反
百
姓
で
は
彼
の
生
活
レ
ベ
ル
を
維
持
す
る
こ
と
は

で
き
な
い
が
、
そ
の
反
面
で
は
飢
え
の
心
配
は
な
か
っ

た
で
あ
ろ
う
。 

松
山
藩
で
は
士
族
出
身
者
で
農
業
を
選
ん
だ
人
は
稀

で
あ
っ
た
。
若
い
こ
ろ
か
ら
農
業
労
働
で
体
を
鍛
え
て

い
な
け
れ
ば
、
当
時
の
人
力
農
耕
は
で
き
な
い
。
ま
た
、

士
族
固
有
の
矜
持
と
潔
癖
感
を
保
ち
な
が
ら
、
肥
え
桶

を
担
っ
て
畔
道
が
歩
け
た
だ
ろ
う
か
。 

司
馬
遼
太
郎
の
小
説
「
坂
の
上
の
雲
」
の
中
に
登
場

す
る
農
民
出
身
の
陸
軍
中
将
・
仙
波
太
郎
（
私
と
同
じ

集
落
の
元
百
姓
）
は
、「
松
山
に
は
旧
士
族
の
一
味
が
お

っ
て
つ
ね
に
わ
れ
わ
れ
平
民
出
身
者
を
軽
蔑
し
、
差
別

待
遇
を
す
る
傾
き
が
あ
る
の
で
不
愉
快
だ
」
と
言
っ
た

（
松
山
市
医
師
・
仙
波
嘉
清
氏
談
）。
そ
し
て
、
郷
里
に

永
住
す
る
の
を
嫌
っ
て
夫
人
の
郷
里
岐
阜
県
で
生
涯
を

終
え
た
。
ま
た
、「
こ
の
た
び
の
あ
っ
ぱ
れ
な
勝
ち
戦
（
日

露
戦
争
）
は
、
百
姓
や
町
人
の
子
が
兵
隊
と
な
っ
て
奮

戦
い
た
せ
し
こ
と
に
も
と
づ
い
て
い
ま
す
。」
と
の
文
を

知
人
に
送
っ
て
い
る
。
『
二
十
二
連
隊
始
末
記
』
（
客
野

澄
弘
著1

0
6

頁
）。 

 

明
治
中
期
か
ら
産
業
社
会
の
発
展
に
伴
っ
て
、
農
村

が
疲
弊
す
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
時
多
く
の
農
本
主
義

者
が
輩
出
し
た
。
官
僚
農
本
主
義
者
は
、
農
民
が
減
れ

ば
軍
隊
が
弱
く
な
る
と
い
う
一
点
を
そ
の
論
拠
と
し
た

よ
う
に
思
わ
れ
る
。 

 

為
政
者
の
立
場
を
離
れ
て
文
明
論
と
し
て
農
業
擁
護

論
を
展
開
し
た
人
は
少
な
い
。
こ
の
時
代
の
文
人
の
用

語
と
し
て
登
場
す
る
の
は
「
澆
季
文
明
」
の
語
句
だ
。

澆
季
（
ぎ
ょ
う
き
）
と
は
道
徳
衰
え
、
人
情
浮
薄
の
時

代
を
い
い
、
も
っ
ぱ
ら
儒
教
道
徳
に
照
ら
し
て
の
西
欧

文
明
の
批
判
用
語
で
あ
っ
た
。 

 

い
ま
我
々
に
必
要
な
の
は
、
浪
費
文
明
と
大
衆
社
会

の
克
服
で
あ
る
。
そ
の
手
段
と
し
て
農
業
を
重
視
す
る

立
場
（
新
重
農
主
義
）
の
確
立
だ
。
そ
の
第
一
着
手
は
、

ま
ず
、
肉
体
労
働
で
土
と
深
く
交
わ
る
こ
と
、
そ
し
て
、

地
べ
た
か
ら
の
視
線
で
社
会
を
透
視
す
る
こ
と
、
で
あ

る
。
農
業
を
犠
牲
と
し
て
成
長
し
た
「
澆
季
文
明
」
の

地
平
に
は
経
済
不
況
と
戦
争
の
暗
雲
が
漂
っ
て
い
る
。 
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