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変
わ
り
続
け
、問
い
続
け
る
、

「
異
人
＝
よ
そ
者
」と
い
う
存
在

脇
坂
敦
史
＝
取
材
・
執
筆

栗
原
論
＝
撮
影

地
域
・
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
を
つ
な
ぐ
存
在
と
し
て
、
今
あ
ら
た
め
て
「
よ
そ
者
」
の
力
が
注
目
を
集
め
て
い
る
。

が
、
ひ
と
口
に
「
よ
そ
者
」
と
い
っ
て
も
、
そ
の
あ
り
方
は
じ
つ
に
多
様
で
捉
え
ど
こ
ろ
が
な
い
。

ウ
チ
と
ソ
ト
を
自
在
に
行
き
来
し
、
人
と
人
の
新
た
な
結
び
つ
き
を
生
み
出
す
、「
よ
そ
者
」
の
役
割
と
は
何
か
？

民
俗
学
者
と
し
て
早
く
か
ら
そ
の
存
在
に
注
目
、
そ
の
後
は
独
自
の
「
東
北
学
」
を
通
じ
て
、

異
人
・
境
界
・
排
除
な
ど
の
概
念
を
ア
ク
チ
ュ
ア
ル
な
視
点
か
ら
問
い
直
し
て
き
た
赤
坂
憲
雄
さ
ん
に
、

う
つ
り
変
わ
る
「
よ
そ
者
」
観
、
そ
れ
が
こ
れ
か
ら
の
日
本
に
も
た
ら
す
も
の
に
つ
い
て
お
話
を
伺
っ
た
。

『
異
人
論
序
説
』（
１
９
８
５
年
）
を
書
い

た
１
９
８
０
年
代
半
ば
、
私
は
ち
ょ
う
ど

30
歳
く
ら
い
で
し
た
。
民
俗
学
や
国
文
学
、

宗
教
学
や
社
会
学
、
現
代
思
想
な
ど
さ
ま

ざ
ま
な
テ
ク
ス
ト
の
な
か
に
「
ウ
チ
と
ソ

ト
」「
秩
序
と
混
沌
」「
清
浄
と
不
浄
」

「
自
己
と
他
者
」
と
い
っ
た
二
元
論
を
見

出
し
、
そ
の
境
界
や
交
わ
り
に
豊
か
な
物

語
を
発
見
し
よ
う
と
し
た
こ
の
本
は
私
に

と
っ
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
意
味
で
出
発
点
と

な
り
ま
し
た
。

私
の
な
か
に
は
若
い
感
覚
と
し
て
、
自

分
が
生
き
て
い
る
こ
と
の
窮
屈
さ
と
か
居

心
地
の
悪
さ
が
あ
り
、
そ
れ
を
解
き
ほ
ぐ

し
て
み
た
か
っ
た
。
自
分
は
「
よ
そ
者
」

（
ス
ト
レ
ン
ジ
ャ
ー
）
で
は
な
い
か
？
と
い

う
違
和
感
。『
異
人
論
序
説
』
の
な
か
で

繰
り
返
し
描
い
た
、
両
義
的
な
、「
ウ
チ

と
ソ
ト
」
に
引
き
裂
か
れ
た
存
在
と
し
て

の
「
異
人
」（
図
１
）
に
は
、
そ
う
い
う
自

分
の
不
安
定
さ
が
投
影
さ
れ
て
い
た
と
思

い
ま
す
。

続
編
と
し
て
『
排
除
の
現
象
学
』

（
１
９
８
６
年
）
を
書
い
た
と
き
に
も
、
同

じ
よ
う
な
感
覚
が
色
濃
く
あ
り
ま
し
た
。

私
の
暮
ら
し
て
い
た
武
蔵
野
は
都
市
化
の

進
む
東
京
の
ウ
チ
と
ソ
ト
が
接
す
る
境
界

と
し
て
、「
三
億
円
事
件
」（
68
年
）
や

「
イ
エ
ス
の
方
舟
事
件
」（
79
～
80
年
）
な

ど
特
異
な
事
件
の
現
場
に
も
な
り
ま
し
た
。

こ
の
本
の
な
か
で
は
、
新
聞
を
に
ぎ
わ
す

そ
う
し
た
社
会
問
題
の
輪
郭
を
描
き
な
が

ら
、「
排
除
の
論
理
」
を
強
め
る
コ
ミ
ュ

ニ
テ
ィ
の
あ
り
方
、
そ
れ
に
追
い
詰
め
ら

れ
た
異
人
た
ち
の
あ
り
方
を
、
さ
ま
ざ
ま

な
角
度
か
ら
考
察
し
て
い
ま
す
。

た
と
え
ば
、
埼
玉
県
の
国
有
林
に
建
設

計
画
が
進
め
ら
れ
て
い
た
自
閉
症
者
の
た

め
の
施
設
に
、
隣
接
す
る
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン

の
住
民
か
ら
反
対
運
動
が
起
き
た
と
い
う

事
件
を
取
り
上
げ
ま
し
た
。
現
代
に
も
通

じ
る
、
先
駆
的
な
事
例
で
す
。
注
目
し
た

の
は
、
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
住
民
の
過
剰
と
も

思
え
る
拒
否
反
応
に
対
し
、
も
っ
と
古
く

か
ら
そ
こ
に
住
ん
で
い
た
「
旧
住
民
」
の

側
が
む
し
ろ
受
容
的
だ
っ
た
と
い
う
事
実
。

す
で
に
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
と
い
う
巨
大
な

「
異
物
」
を
抱
え
込
ん
で
し
ま
っ
た
彼
ら

に
と
っ
て
、
新
し
い
施
設
が
ひ
と
つ
増

え
て
も
、
そ
れ
ほ
ど
大
き
な
問
題
で
は

な
か
っ
た
の
で
す
。
さ
ら
に
、
地
価
や

資
産
価
値
の
低
下
と
い
っ
た
ニ
ュ
ー
タ

ウ
ン
住
民
の
懸
念
の
な
か
に
、
い
ず
れ

自
分
と
家
族
は
そ
の
家
と
土
地
を
売
っ

て
ど
こ
か
に
移
住
し
て
い
き
た
い
と
い

う
、
定
住
と
は
矛
盾
し
た
願
望
が
あ
る

こ
と
に
も
驚
き
ま
し
た
。

「
ウ
チ
と
ソ
ト
」「
排
除
す
る
側
と
さ
れ

る
側
」
の
関
係
は
こ
の
よ
う
に
複
雑
で
あ

り
、
ね
じ
れ
て
い
て
、
常
に
当
事
者
が
引

き
裂
か
れ
て
い
る
。
そ
れ
を
丁
寧
に
解
き

ほ
ぐ
す
こ
と
は
重
要
な
意
味
を
も
っ
て
い

る
。
今
で
も
そ
れ
は
同
じ
よ
う
に
感
じ
て

い
ま
す
。

ふ
た
つ
の
著
作
を
書
く
こ
と
で
見
え
た

こ
と
は
、
た
く
さ
ん
あ
り
ま
し
た
。
た
だ
、

ど
こ
か
で
そ
れ
を
超
え
た
い
、
そ
こ
で
得

た
視
点
を
崩
し
た
い
と
い
う
感
覚
も
強
く

な
り
ま
し
た
。
だ
か
ら
１
９
９
２
年
に
東

北
に
新
し
く
で
き
た
大
学
か
ら
「
教
員
に

な
ら
な
い
か
」
と
い
う
誘
い
が
あ
っ
た
と

き
、
私
は
ふ
た
つ
返
事
で
そ
れ
に
乗
っ
た

の
で
す
。

東
北
を
選
ん
だ
理
由
の
ひ
と
つ
は
、
私

の
父
が
か
つ
て
福
島
県
で
炭
焼
き
や
山
師

［
＊
１
］
の
仕
事
を
し
て
い
た
こ
と
に
関
係

し
ま
す
。
父
は
生
ま
れ
故
郷
を
追
わ
れ
る

よ
う
に
東
京
へ
出
て
き
ま
し
た
。
父
の
人

生
の
背
後
に
見
え
隠
れ
し
て
い
る
も
の
を
、

自
分
の
目
で
確
認
し
て
み
た
い
。
結
果
と

し
て
、
東
北
の
村
や
町
に
入
っ
て
聞
き
書

き
を
す
る
と
い
う
仕
事
を
20
年
間
に
わ

た
っ
て
続
け
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

父
や
家
族
の
話
の
な
か
に
は
、
田
ん
ぼ

と
い
う
も
の
が
出
て
き
た
こ
と
が
あ
り
ま

せ
ん
。
く
わ
え
て
、
私
が
育
っ
た
東
京
の

武
蔵
野
台
地
も
畑
作
地
帯
。
自
分
の
原
風

景
の
な
か
に
は
田
ん
ぼ
と
い
う
も
の
は
な

い
。
後
知
恵
で
は
あ
り
ま
す
が
、
そ
れ
が

や
が
て
非
水
田
的
な
も
の
に
こ
だ
わ
っ
た

私
自
身
の
「
東
北
学
」
へ
と
つ
な
が
っ
て

い
っ
た
よ
う
に
思
い
ま
す
。

武
蔵
野
は
父
の
よ
う
に
故
郷
を
捨
て
て

移
り
住
ん
で
き
た
人
た
ち
が
大
多
数
を
占

「
ウ
チ
と
ソ
ト
」に

引
き
裂
か
れ
た
自
己
を
見
つ
め
て

東
北
で
出
会
っ
た
、

共
同
体
の
内
な
る「
よ
そ
者
」た
ち

█図1：「異人＝よそ者」のさまざまな形

『異人論序説』に掲載の、漂泊と定住から分類した共同体と異人（よ
そ者）の関係（一部改変）。①一時的に交渉をもつ芸能者・遊行
の宗教者・渡り職人など、②行商人・旅人・巡礼者・赴任者など他
集団からの訪問者、③移民・嫁や婿・転入者などの移住者、④掟
を破った者など秩序の周縁に追いやられた人々、⑤故郷へ帰る旅
人など外の世界からの帰還者、⑥共同体とは無縁の完全な「よそ者」。

ソト集団
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め
る
、
い
わ
ば
「
移
民
の
大
地
」
で
す
。

成
功
者
た
ち
が
屋
敷
を
構
え
る
東
京
の
中

心
部
と
違
い
、
周
縁
化
さ
れ
た
「
よ
そ

者
」
た
ち
が
集
ま
っ
て
く
る
。
彼
ら
は
土

地
の
歴
史
や
文
化
に
つ
い
て
も
知
ら
な
い

し
、
語
ら
な
い
。
私
を
含
め
、
武
蔵
野
を

故
郷
だ
と
思
っ
て
い
る
人
は
あ
ま
り
い
な

い
し
、
距
離
感
が
あ
る
の
で
す
。

だ
か
ら
、
東
北
で
「
根
っ
こ
が
あ
っ
て
、

そ
の
地
に
足
を
つ
け
て
暮
ら
し
て
い
る
人

た
ち
」
に
話
を
聞
く
こ
と
が
楽
し
か
っ
た
。

自
分
が
安
心
し
て
「
よ
そ
者
」
に
な
れ
る

こ
と
に
も
、
解
放
感
が
あ
っ
た
。「
よ
そ

者
」
と
し
て
村
や
町
を
訪
ね
、
お
じ
い

ち
ゃ
ん
、
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
の
話
を
聞
く
。

土
地
ご
と
に
祭
り
の
あ
る
世
界
を
あ
ら
た

め
て
知
り
、
山さ

ん

野や

河か

海か
い

［
＊
２
］
と
交
わ
り

な
が
ら
組
み
立
て
ら
れ
て
い
る
暮
ら
し
の

風
景
は
い
い
な
あ
、
と
心
か
ら
思
っ
た
の

で
す
。

そ
の
後
、
東
日
本
大
震
災
の
2
カ
月
前

に
東
北
を
離
れ
た
私
は
、
約
20
年
ぶ
り
で

武
蔵
野
に
戻
っ
て
き
ま
し
た
。
今
も
さ
ま

ざ
ま
な
形
で
東
北
と
の
つ
な
が
り
を
も
ち
、

東
北
に
関
係
す
る
仕
事
も
続
け
て
い
ま
す

が
、
離
れ
て
み
て
気
づ
く
こ
と
も
多
く
あ

り
ま
す
。

思
い
返
し
て
み
る
と
、
も
と
も
と
土
地

の
古
い
話
は
「
村
の
旧
家
」
や
「
根
っ
こ

が
あ
っ
て
、
そ
の
地
に
足
を
つ
け
て
暮
ら

し
て
い
る
人
た
ち
」
が
よ
く
知
っ
て
い
る
、

と
い
う
一
般
的
な
イ
メ
ー
ジ
が
私
の
な
か

に
あ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
し
か
し
、
実
は

そ
う
い
う
人
た
ち
の
語
る
歴
史
と
い
う
の

は
公
式
的
で
、
か
た
よ
っ
て
い
る
こ
と
も

多
い
。
だ
か
ら
意
図
し
た
わ
け
で
は
な
い

の
で
す
が
、
い
つ
の
ま
に
か
「
よ
そ
者

性
」
を
強
く
も
つ
人
た
ち
の
話
に
耳
を
傾

け
て
い
る
こ
と
が
多
か
っ
た
ん
で
す
。

最
上
川
に
面
す
る
小こ

外と

川が
わ

と
い
う
集
落

に
暮
ら
し
て
い
た
加
藤
さ
ん
と
い
う
方
も
、

そ
ん
な
お
ひ
と
り
で
し
た
。
１
９
６
０
年

代
以
降
に
離
村
が
進
み
、
も
は
や
２
人
の

老
人
が
暮
ら
す
だ
け
だ
っ
た
そ
の
村
は
、

消
え
失
せ
る
運
命
に
あ
り
ま
し
た
。
彼
が

そ
こ
に
婿
養
子
と
し
て
や
っ
て
き
た
の
は

50
年
ほ
ど
前
。
し
か
し
加
藤
さ
ん
が
語
る

か
つ
て
の
村
の
姿
に
は
、
中
世
以
来
の
歴

史
を
も
つ
「
川
の
民
」、
川
に
漁す

な
ど

る
漁
労

民
が
生
き
て
い
ま
し
た
。
そ
れ
は
、『
奥

の
細
道
』
で
そ
こ
を
通
過
し
た
松
尾
芭
蕉

が
け
っ
し
て
語
ろ
う
と
し
な
か
っ
た
「
も

う
ひ
と
つ
の
東
北
」
で
も
あ
っ
た
の
で
す
。

と
り
わ
け
深
く
印
象
に
残
っ
て
い
る
の

は
、
女
性
た
ち
で
す
。
考
え
て
み
る
と
、

女
性
た
ち
の
多
く
は
よ
そ
か
ら
嫁
入
り
し

て
そ
こ
に
や
っ
て
く
る
。
結
婚
す
る
と
き
、

「
も
う
お
前
は
二
度
と
帰
っ
て
く
る
な
」

と
言
わ
れ
新
し
い
土
地
に
移
住
し
て
き
て

い
る
の
で
す
。

「
○
○
さ
ん
の
故ふ

る

郷さ
と

は
ど
こ
で
す
か
？
」

「
○
○
さ
ん
に
と
っ
て
故
郷
は
何
で
す
か
」

と
い
う
質
問
を
投
げ
か
け
る
と
体
が
強こ

わ

ば
っ
て
し
ま
い
、
答
え
る
こ
と
が
で
き
な

い
。
そ
ん
な
女
性
に
出
会
っ
た
と
き
の
こ

と
は
忘
れ
ら
れ
ま
せ
ん
。
村
社
会
に
お
い

て
、
そ
も
そ
も
女
性
は
「
よ
そ
者
」
で
あ

り
続
け
て
い
た
の
だ
、
と
気
づ
き
ま
し
た
。

彼
女
た
ち
に
と
っ
て
の
故
郷
は
ま
さ
に
、

引
き
裂
か
れ
て
い
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。

東
北
の
小
さ
な
村
と
い
っ
て
も
、
均
質

で
は
な
い
。
入
っ
て
き
た
ば
か
り
の
人
も

い
る
し
、
家
族
の
な
か
に
村
を
出
て
い
っ

て
し
ま
っ
た
人
が
い
る
こ
と
も
多
い
。
私

の
よ
う
な
「
よ
そ
者
」
に
と
っ
て
最
初
は

み
ん
な
「
村
の
人
」
で
す
が
、
そ
れ
は
こ

ち
ら
が
気
づ
い
て
い
な
か
っ
た
だ
け
で
す
。

東
北
は
、
私
の
父
の
よ
う
に
村
を
捨
て
て

都
会
へ
出
て
い
っ
た
人
た
ち
は
も
ち
ろ
ん
、

北
海
道
や
戦
前
の
満
洲
、
ハ
ワ
イ
へ
移
民

し
た
と
い
う
家
族
も
多
く
、
そ
こ
か
ら

帰
っ
て
き
た
人
た
ち
も
い
る
。

民
俗
学
に
お
い
て
も
、
従
来
は
〝
漂
泊

と
定
住
［
＊
３
］〟
と
い
う
対
比
的
な
二
元

論
を
語
っ
て
き
ま
し
た
が
、
そ
れ
ほ
ど
単

純
な
図
式
で
は
語
り
尽
く
せ
な
い
グ
ラ

デ
ー
シ
ョ
ン
が
あ
っ
た
の
で
す
。

た
し
か
に
、
今
も
地
方
で
発
言
権
を

も
っ
て
い
る
の
は
、
代
々
そ
の
名
が
村
に

伝
わ
っ
て
い
る
よ
う
な
「
定
住
者
」
で

し
ょ
う
。
そ
し
て
そ
こ
に
は
、
掟
に
従
わ

な
い
者
＝
「
よ
そ
者
」
を
排
除
す
る
よ
う

な
論
理
も
強
く
残
っ
て
い
ま
す
。
実
際
に

は
「
よ
そ
者
」
が
出
た
り
入
っ
た
り
す
る

の
が
当
た
り
前
な
の
に
、
な
ぜ
そ
れ
を
覆

い
隠
す
よ
う
な
「
定
住
の
村
」
と
い
う
イ

メ
ー
ジ
が
、
こ
れ
ほ
ど
に
強
い
の
で
し
ょ

う
か
？

中
世
ま
で
の
日
本
の
社
会
は
、
移
動
す

る
人
た
ち
の
多
い
世
界
だ
っ
た
と
思
い
ま

す
。
少
し
ず
つ
定
住
性
の
強
い
村
が
つ
く

ら
れ
て
い
き
ま
す
が
、
歴
史
学
者
の
網
野

善
彦
さ
ん
が
描
い
た
よ
う
に
、
そ
れ
は
ま

だ
漂
泊
性
の
高
い
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
で
し
た
。

網
野
さ
ん
は
『
無
縁
・
公
界
・
楽
』

（
１
９
７
８
年
）
と
い
う
本
の
な
か
で
、
そ

ん
な
中
世
を
あ
る
意
味
で
〝
希
望
〟
と
し

て
描
か
れ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
共
同
体

の
隙
間
に
ア
ウ
ト
ロ
ー
た
ち
の
小
さ
な

ユ
ー
ト
ピ
ア
（
ア
ジ
ー
ル
＝
聖
域
、
無
縁
の

者
が
集
う
場
）
が
生
ま
れ
て
お
り
、
そ
こ

に
自
由
が
あ
っ
た
と
い
う
よ
う
な
イ
メ
ー

ジ
で
す
。

し
か
し
戦
国
時
代
を
経
て
、
近
世
の
定

住
的
な
共
同
体
は
よ
そ
か
ら
く
る
人
た
ち

に
対
し
、
あ
る
種
の
差
別
的
な
ま
な
ざ
し

を
も
つ
よ
う
に
な
る
。
そ
う
す
る
こ
と
が

自
分
た
ち
の
共
同
性
を
よ
り
強
固
に
す
る

こ
と
に
も
な
る
か
ら
で
す
。
柳
田
国
男
も

言
っ
て
い
る
こ
と
で
す
が
、
中
世
か
ら
近

世
に
か
け
て
村
の
周
縁
に
定
着
し
た
人
た

ち
が
被
差
別
民
の
起
源
の
ひ
と
つ
と
な
っ

て
い
く
背
景
に
は
、
こ
う
し
た
強
い
定
住

化
へ
の
傾
斜
が
あ
っ
た
と
思
い
ま
す
。

そ
し
て
戦
後
の
農
村
も
、
定
住
的
な
共

同
体
と
し
て
の
力
が
弱
ま
っ
て
い
た
と
は

い
え
、
長
い
間
に
わ
た
り
相
互
扶
助
と
排

除
の
原
理
を
同
時
に
抱
え
込
ん
で
い
ま
し

た
。
だ
か
ら
こ
そ
、
た
と
え
ば
社
会
学
者

の
鶴
見
和
子
さ
ん
が
強
調
さ
れ
た
よ
う
に
、

共
同
体
に
と
っ
て
の
「
内
発
的
発
展
」
を

促
す
よ
う
な
、
い
わ
ば
「
よ
そ
者
の
効

用
」
も
考
え
ら
れ
た
。
私
自
身
も
『
異
人

論
序
説
』
を
書
い
て
い
る
と
き
、
そ
う
い

う
イ
メ
ー
ジ
を
も
っ
て
い
ま
し
た
。
け
れ

ど
も
今
や
、
定
住
共
同
体
が
存
在
す
る
と

い
う
前
提
自
体
が
幻
想
だ
と
思
っ
た
方
が

よ
い
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

か
つ
て
の
東
北
で
は
、
家
督
を
継
ぐ
べ

き
長
男
と
次
男
以
下
の
間
に
圧
倒
的
な
格

差
が
あ
り
ま
し
た
。
長
男
以
外
が
家
に

残
っ
た
場
合
は
「
お
じ
」、
女
な
ら
「
お

ば
」
と
呼
ば
れ
、
薄
汚
い
格
好
で
働
か
さ

れ
て
馬
小
屋
に
寝
起
き
し
て
い
た
り
す
る
。

私
に
と
っ
て
そ
れ
は
、
今
村
昌
平
監
督
の

映
画
『
楢な

ら

山や
ま

節ぶ
し

考こ
う

』（
１
９
８
３
年
）
で
左

と
ん
平
さ
ん
が
見
事
に
演
じ
て
い
た
利
助

と
い
う
男
の
イ
メ
ー
ジ
で
す
。
彼
は
村
人

か
ら
「
く
さ
れ
」
な
ど
と
さ
げ
す
ま
れ
、

中
年
に
な
っ
て
も
童
貞
の
彼
は
日
々
性
欲

に
悩
ま
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

し
か
し
時
代
が
下
が
る
と
、
高
度
経
済

成
長
期
の
集
団
就
職
な
ど
で
、
そ
う
い
う

マ
ー
ジ
ナ
ル
（
境
界
・
周
縁
的
）
な
存
在

は
次
々
と
外
へ
出
て
い
っ
て
し
ま
う
。
な

か
に
は
、
都
会
で
功
成
り
名
を
遂
げ
て
村

に
帰
っ
て
く
る
者
も
い
ま
す
。
逆
に
、
残

さ
れ
た
長
男
は
家
屋
敷
と
田
ん
ぼ
が
あ
っ

て
も
嫁
は
来
て
く
れ
ず
に
鬱
々
と
し
て
い

た
り
。
今
で
は
、
関
係
は
完
全
に
逆
転
し

て
し
ま
い
ま
し
た
。

地
域
社
会
が
人
を
縛
る
力
と
い
う
の
は
、

「
掟
を
守
り
、
や
る
べ
き
こ
と
を
や
れ
ば
、

必
ず
お
前
を
助
け
る
」
と
い
う
関
係
で
す
。

柳
田
国
男
の
言
葉
を
借
り
れ
ば
、
そ
れ
は

「
村
の
共
産
制
」
で
あ
り
、
メ
ン
バ
ー
と

し
て
入い

り

会あ
い

地ち

［
＊
4
］
の
利
用
権
を
も
た
な

け
れ
ば
、
村
で
暮
ら
し
て
い
く
こ
と
も
で

き
ま
せ
ん
。

そ
う
い
う
共
同
体
の
力
は
、
今
や
壊
れ

て
し
ま
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
吉
本
隆

明
さ
ん
が
著
書
『
共
同
幻
想
論
』

（
１
９
６
８
年
）
な
ど
に
言
う
と
こ
ろ
の

「
恐
怖
の
共
同
性
」
は
な
お
も
人
々
を
脅

か
し
続
け
て
い
る
。
そ
れ
は
「
こ
こ
を
出

た
者
は
必
ず
不
幸
に
な
る
」
と
い
う
、
あ

る
種
の
「
呪
い
」
で
す
。
そ
の
呪
い
は
、

今
も
繰
り
返
し
か
け
ら
れ
て
い
る
の
で
す
。

人
類
学
者
の
西
田
正
規
さ
ん
が
面
白
い

こ
と
を
語
っ
て
い
ま
す
。
人
類
が
「
遊

動
」
か
ら
「
定
住
」
へ
と
生
活
の
ス
タ
イ

ル
を
大
き
く
変
え
た
「
定
住
革
命
」
の
始

ま
り
は
１
万
年
ほ
ど
前
で
す
が
、
そ
れ
は

「
逃
げ
ら
れ
る
社
会
」
か
ら
「
逃
げ
ら
れ

な
い
社
会
」
へ
の
転
換
で
あ
る
と
い
う
の

で
す
（
4
頁
の
図
２
）。

た
と
え
ば
死
体
を
ど
こ
に
埋
葬
す
る
か
、

ゴ
ミ
を
ど
こ
に
処
理
す
る
か
と
い
う
の
は
、

定
住
と
と
も
に
人
類
が
初
め
て
直
面
し
た

問
題
で
す
。
集
団
の
あ
り
方
に
つ
い
て
も
、

同
じ
こ
と
が
言
え
ま
す
。
遊
動
す
る
人
た

ち
は
、
離
れ
る
、
分
か
れ
る
、
去
る
、
捨

て
る
…
…
離
合
集
散
と
い
う
も
の
を
当
た

り
前
に
受
け
入
れ
て
い
ま
し
た
。
と
こ
ろ

が
、
同
じ
場
所
に
住
み
つ
づ
け
る
社
会
に

お
い
て
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
ト
ラ
ブ
ル
が
起

こ
る
し
、
嫌
な
人
間
と
も
一
緒
に
暮
ら
さ

な
い
と
い
け
ま
せ
ん
。
あ
い
つ
よ
り
俺
の

方
が
食
べ
も
の
が
少
な
い
と
か
、
そ
う
い

う
こ
と
が
見
え
て
し
ま
う
世
界
で
は
、
掟

や
し
き
た
り
を
つ
く
り
、
メ
ン
バ
ー
の
欲

望
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
な
け
れ
ば
共
同
体

が
壊
れ
て
し
ま
う
。「
逃
げ
ら
れ
な
い
社

会
」
は
、
そ
の
よ
う
に
つ
く
ら
れ
て
い
っ

た
わ
け
で
す
。

同
じ
よ
う
に
、『
異
人
論
序
説
』
の
な

か
で
私
が
描
い
た
定
住
と
漂
泊
の
せ
め
ぎ

合
い
も
、
こ
の
大
き
な
１
万
年
の
ス
ケ
ー

ル
で
考
え
て
み
る
と
、
ち
ょ
っ
と
違
っ
て

見
え
な
い
だ
ろ
う
か
。
西
田
さ
ん
の
『
人

類
史
の
な
か
の
定
住
革
命
』（
原
題
『
定
住

革
命
』、
１
９
８
６
年
）
を
読
ん
で
、
私
は

「
逃
げ
ら
れ
な
い
社
会
」
が
今
、
柔
ら
か

く
壊
れ
は
じ
め
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と

思
う
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
も
ち
ろ
ん
、

█図2：遊動から定住による生活様式の変化

遊動から定住への革命が起こったことで、人類は新たな
問題と直面し「逃げられない社会」を構成することになっ
た。出典／『人類史のなかの定住革命』西田正規

「
逃
げ
ら
れ
る
社
会
」か
ら

「
逃
げ
ら
れ
な
い
社
会
」へ

共
同
体
を
出
た
者
は
不
幸
に
な
る
、

と
い
う「
呪
い
」

人類の生活

遊動生活
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そ
れ
は
数
百
年
と
い
う
よ
う
な
長
い
時
間

の
単
位
で
、
気
が
つ
く
と
そ
う
な
っ
て
い

た
と
い
う
よ
う
な
話
で
す
が
、
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
の
よ
う
な
匿
名
性
の
高
い
世
界
が

存
在
し
、
そ
こ
に
仮
想
通
貨
が
流
通
し
は

じ
め
た
現
代
の
遊
動
的
な
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

は
、
さ
ら
に
広
が
る
こ
と
は
あ
っ
て
も
消

え
て
な
く
な
る
こ
と
は
な
い
で
し
ょ
う
。

だ
か
ら
、
た
と
え
ば
学
校
や
い
じ
め
か

ら
逃
げ
て
は
い
け
な
い
と
思
い
込
ま
さ
れ
、

自
殺
を
選
ん
で
し
ま
う
子
ど
も
た
ち
を
見

て
い
る
と
、「
逃
げ
て
も
い
い
ん
だ
よ
！
」

と
言
い
た
く
な
る
。
今
、
私
た
ち
の
ひ
と

り
ひ
と
り
が
逃
げ
ら
れ
る
強
さ
を
も
ち
、

逃
げ
る
人
に
対
し
て
も
寛
容
な
あ
り
方
を

見
つ
け
よ
う
と
し
て
い
る
途
上
だ
と
思
い

ま
す
。

東
日
本
大
震
災
の
後
に
は
、
私
を
含
め

て
多
く
の
人
が
、
原
子
力
発
電
所
に
代
表

さ
れ
る
大
都
市
型
の
中
央
集
権
的
な
シ
ス

テ
ム
の
限
界
を
感
じ
て
い
ま
す
。
代
わ
り

に
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
よ
う
な
循
環

型
の
地
産
地
消
的
シ
ス
テ
ム
を
つ
く
っ
て

い
く
し
か
な
い
―
―
そ
の
よ
う
な
考
え
か

ら
、
福
島
県
会
津
で
酒
屋
の
社
長
を
し
て

い
た
私
の
友
人
の
佐
藤
彌
右
衛
門
さ
ん
が
、

小
さ
な
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
会
社
を

つ
く
り
ま
し
た
。
大
企
業
の
人
た
ち
か
ら

は
「
再
エ
ネ
は
雇
用
を
生
ま
な
い
」
と
言

わ
れ
な
が
ら
、
さ
ま
ざ
ま
な
手
法
で
資
金

を
集
め
て
つ
く
っ
た
そ
の
小
さ
な
会
社
は
、

１
、２
年
で
20
人
近
く
の
地
元
雇
用
を
生

み
出
す
よ
う
に
な
り
、
今
は
会
津
の
地
に

な
く
て
は
な
ら
な
い
存
在
に
ま
で
育
っ
て

い
ま
す
。

か
つ
て
の
村
に
は
、
志
や
思
い
を
共
有

す
る
人
た
ち
が
応
援
し
合
う
形
で
お
金
を

出
す
「
頼た

の

母も

子し

」
や
各
種
の
「
講
」［
＊
5
］

と
い
う
シ
ス
テ
ム
が
あ
り
、
柳
田
国
男
は

そ
こ
に
「
村
の
共
産
制
」
の
痕
跡
を
見
ま

し
た
。
今
な
ら
ネ
ッ
ト
を
通
じ
、
そ
の
仕

組
み
を
内
か
ら
外
へ
と
開
か
れ
た
形
で
再

編
し
て
い
く
こ
と
も
で
き
る
。
そ
れ
だ
け

で
す
べ
て
が
ま
か
な
え
る
わ
け
で
は
な
い

に
せ
よ
、
遠
く
に
い
る
「
誰
か
」
が
利
益

を
す
べ
て
奪
っ
て
い
っ
た
り
、「
誰
か
」

が
す
べ
て
を
抱
え
込
ん
だ
り
す
る
形
で
は

な
く
な
り
ま
す
。

海
も
川
も
太
陽
も
風
も
、
誰
の
も
の
で

も
な
い
。
あ
る
意
味
で
、
そ
れ
は
先
に
あ

げ
た
「
入
会
」
で
す
。
柳
田
も
ま
た
、
そ

う
い
う
協
同
組
合
的
な
考
え
方
を
広
め
よ

う
と
し
て
い
た
人
物
で
あ
っ
た
こ
と
は
、

あ
ま
り
理
解
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
。
ネ
ッ
ト

を
通
じ
た
現
代
の
頼
母
子
か
ら
始
ま
る
、

新
し
い
地
域
社
会
の
仕
組
み
。
そ
れ
も
排

他
的
に
閉
じ
る
の
で
は
な
く
、「
よ
そ
者
」

に
対
し
て
も
徹
底
的
に
開
か
れ
た
形
を
も

た
せ
る
―
―
そ
う
い
う
試
み
が
今
、
あ
ち

こ
ち
で
小
さ
な
新
し
い
風
景
を
つ
く
り
つ

つ
あ
る
と
感
じ
て
い
ま
す
。

従
来
の
「
閉
じ
ら
れ
た
社
会
」
と
「
開

か
れ
た
社
会
」
と
い
う
対
比
の
上
に
、

「
逃
げ
ら
れ
る
社
会
」
か
ら
「
逃
げ
ら
れ

な
い
社
会
」
へ
、
と
い
う
大
き
な
歴
史
の

流
れ
を
重
ね
合
わ
せ
る
。
す
る
と
、
す
べ

て
が
「
自
分
ご
と
」
と
し
て
考
え
ら
れ
る

の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
今
、
そ
う
い

う
新
し
い
意
識
を
も
ち
、
企
業
の
な
か
で

窮
屈
な
思
い
を
す
る
よ
り
も
自
分
で
生
き

る
こ
と
を
選
び
た
い
、
と
地
方
へ
向
か
う

若
者
た
ち
が
増
え
て
い
ま
す
。

私
が
関
わ
り
を
も
っ
て
い
る
岩
手
県
遠

野
市
の
よ
う
な
地
方
都
市
に
も
、
大
都
市

か
ら
や
っ
て
き
た
そ
ん
な
若
く
て
優
秀
な

人
た
ち
が
た
く
さ
ん
い
て
、
と
り
わ
け
30

代
の
女
性
の
活
躍
が
目
立
ち
ま
す
。
な
か

に
は
国
立
大
学
の
大
学
院
を
卒
業
し
て
一

流
企
業
や
官
庁
、
海
外
協
力
隊
な
ど
で
働

い
た
経
験
を
も
つ
人
も
い
る
。
い
わ
ゆ
る

「
ロ
ス
ジ
ェ
ネ
世
代
」
で
あ
る
彼
ら
は
イ

ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
駆
使
し
、
自
分
が
や
り

た
い
こ
と
を
受
け
止
め
て
く
れ
る
土
地
が

ど
こ
に
あ
る
の
か
を
徹
底
的
に
調
べ
、
遠

野
の
よ
う
な
町
へ
や
っ
て
き
ま
す
。「
逃

げ
ら
れ
な
い
社
会
」
に
入
れ
て
も
ら
え
な

か
っ
た
と
い
う
マ
イ
ナ
ス
の
意
識
で
は
な

く
、
み
ず
か
ら
積
極
的
に
、
覚
悟
を
決
め

て
地
方
を
選
ぶ
人
た
ち
が
現
れ
て
い
る
の

で
す
。

た
と
え
ば
２
０
０
９
年
度
に
総
務
省
に

よ
っ
て
制
度
化
さ
れ
た
「
地
域
お
こ
し
協

力
隊
」
と
し
て
、
多
く
の
若
い
人
た
ち
が

全
国
の
自
治
体
に
派
遣
さ
れ
て
い
ま
す
。

こ
れ
は
地
域
外
の
「
よ
そ
者
」
を
積
極
的

に
受
け
入
れ
、
地
域
協
力
活
動
を
行
っ
て

も
ら
い
、
そ
の
定
住
・
定
着
を
図
る
こ
と

が
目
的
で
す
が
、
残
念
な
が
ら
う
ま
く

い
っ
て
い
な
い
こ
と
も
多
い
。

彼
ら
若
者
た
ち
を
眺
め
て
い
る
地
域
の

人
た
ち
の
ま
な
ざ
し
と
い
う
の
が
、「
よ

そ
者
」
と
し
て
20
年
を
東
北
で
過
ご
し
た

私
に
は
、
痛
い
ほ
ど
わ
か
る
の
で
す
。
つ

ま
り
２
年
、
３
年
と
い
う
限
ら
れ
た
時
間

の
な
か
で
あ
れ
ば
、「
や
ん
ち
ゃ
」
を
し

て
も
泳
が
せ
て
お
く
。
面
白
い
じ
ゃ
な
い

か
、
と
言
っ
て
も
も
ら
え
る
。
け
れ
ど
も

あ
る
一
線
を
越
え
、
地
域
社
会
の
「
利
権

構
造
」
に
ま
で
触
れ
て
し
ま
っ
た
瞬
間
、

手
の
ひ
ら
を
返
し
た
よ
う
に
切
り
捨
て
ら

れ
て
し
ま
う
…
…
。

で
も
私
は
、
そ
う
い
う
若
者
た
ち
を
本

当
の
意
味
で
取
り
込
ん
で
、
生
か
し
て
い

け
る
村
や
町
し
か
、
も
は
や
生
き
残
る
こ

と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
、
と
思
い
ま
す
。

民
俗
芸
能
が
好
例
で
す
。
村
が
衰
え
て

い
く
と
担
い
手
が
い
な
い
。「
よ
そ
者
」

に
も
そ
れ
を
解
放
し
、
か
つ
て
は
〝
穢け

が

れ
〟
と
さ
れ
た
女
性
に
も
入
っ
て
も
ら
わ

な
い
と
続
け
ら
れ
な
い
。
実
際
、
若
い
女

性
た
ち
が
仲
間
に
入
っ
た
と
こ
ろ
は
、
よ

み
が
え
っ
て
い
ま
す
。
じ
い
ち
ゃ
ん
た
ち

に
し
て
も
、
彼
女
た
ち
が
仲
間
に
な
っ
て

く
れ
れ
ば
嬉
し
い
し
、
そ
の
喜
び
が
き
っ

か
け
に
な
り
、
ど
ん
ど
ん
「
よ
そ
者
」
を

受
け
入
れ
て
元
気
に
な
る
。

そ
の
意
味
で
、「
地
域
お
こ
し
協
力
隊
」

も
使
い
方
ひ
と
つ
だ
と
思
い
ま
す
。
彼
ら
が

い
な
け
れ
ば
で
き
な
い
こ
と
も
た
く
さ
ん
あ

る
の
で
す
。
う
ま
く
い
か
な
い
と
嘆
く
よ
り

も
、
成
功
例
を
つ
く
っ
て
い
っ
た
方
が
早
い
。

私
も
遠
野
市
で
「
つ
な
ぎ
役
」
を
し
な
が
ら
、

そ
う
い
う
若
者
た
ち
が
残
れ
る
た
め
の
場
所

を
つ
く
り
、
さ
さ
や
か
に
応
援
し
て
い
こ
う

と
思
っ
て
い
ま
す
。

遠
野
に
も
む
か
し
映
画
館
が
あ
っ
た

の
で
す
が
、
私
は
そ
の
古
い
ビ
ル
の
こ

と
が
ず
っ
と
気
に
な
っ
て
い
ま
し
た
。

10
年
く
ら
い
前
ま
で
フ
ィ
リ
ピ
ン
・
パ

ブ
な
ど
が
入
っ
て
い
た
と
い
う
建
物
を

借
り
て
、
私
た
ち
は
「
遠
野
文
化
倶
楽

部
」
と
い
う
サ
ロ
ン
を
つ
く
る
こ
と
に

し
た
の
で
す
。
行
政
か
ら
離
れ
、
利
害

関
係
の
な
い
、
自
由
に
開
か
れ
た
形
で

運
営
し
、
そ
こ
で
映
画
を
見
た
り
、
コ

ン
サ
ー
ト
を
開
い
た
り
す
る
。
お
お
げ

さ
に
言
え
ば
、
そ
れ
は
現
代
に
お
け
る

さ
さ
や
か
な
ア
ジ
ー
ル
と
い
え
ま
す
。

都
会
か
ら
あ
え
て
移
っ
て
き
た
若
い

人
た
ち
が
も
つ
、
新
し
い
感
性
や
ノ
ウ

ハ
ウ
が
あ
る
か
ら
こ
そ
、
こ
う
し
た
場

所
は
魅
力
的
に
な
る
だ
ろ
う
と
私
は
感

じ
て
い
ま
す
。
そ
う
い
う
ア
ジ
ー
ル
的

な
場
所
が
、
い
た
る
と
こ
ろ
に
つ
く
ら

れ
る
よ
う
に
な
れ
ば
、
日
本
も
変
わ
っ

て
い
く
で
し
ょ
う
。

私
が
「
東
北
学
」
を
通
し
て
や
ろ
う
と

し
て
い
た
の
は
、
閉
じ
ら
れ
た
イ
メ
ー
ジ

で
語
ら
れ
る
こ
と
の
多
い
東
北
を
、
開
か

れ
た
も
の
と
し
て
捉
え
直
す
こ
と
で
し
た
。

そ
れ
は
日
本
が
も
つ
複
数
性
、
多
様
性
を

柔
ら
か
く
受
け
入
れ
る
た
め
の
「
内
な
る

異
質
性
」
と
共
存
し
て
い
く
た
め
の
レ
ッ

ス
ン
で
も
あ
っ
た
と
今
で
は
思
っ
て
い
ま

す
。
個
人
も
地
域
も
、
そ
ん
な
レ
ッ
ス
ン

を
地
道
に
繰
り
返
す
こ
と
で
、
外
の
人
、

外
の
世
界
と
も
う
ま
く
つ
な
が
る
こ
と
が

で
き
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

海
の
向
こ
う
の
台
湾
や
朝
鮮
半
島
、
中

国
や
東
南
ア
ジ
ア
と
の
関
係
づ
く
り
に
、

か
つ
て
の
日
本
は
失
敗
し
た
と
思
い
ま
す
。

も
し
か
し
た
ら
そ
の
原
型
が
、
こ
れ
ま
で

の
東
北
と
の
関
係
の
な
か
に
あ
る
か
も
し

れ
な
い
。
あ
る
い
は
北
海
道
の
ア
イ
ヌ
、

沖
縄
の
歴
史
に
も
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。

そ
う
い
う
連
続
し
た
グ
ラ
デ
ー
シ
ョ
ン
の

な
か
で
現
実
を
見
て
い
く
こ
と
が
、
こ
れ

か
ら
さ
ら
に
多
様
な
「
逃
げ
ら
れ
る
社

会
」
を
生
き
る
う
え
で
の
大
切
な
学
び
に

な
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
ウ
チ
に

し
ろ
ソ
ト
に
し
ろ
、
も
は
や
「
閉
じ
た
ア

イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
」
で
は
や
っ
て
い
け
な

い
。
で
は
「
開
か
れ
た
ア
イ
デ
ン
テ
ィ

赤
坂
憲
雄

あ
か
さ
か
・
の
り
お

学
習
院
大
学
文
学
部
日
本
語
日
本
文

学
科
教
授
。
１
９
５
３
年
生
ま
れ
。

東
京
大
学
文
学
部
卒
業
。
東
北
芸
術

工
科
大
学
教
養
部
教
授
、
同
東
北
文

化
研
究
セ
ン
タ
ー
所
長
を
経
て
２
０
１
１
年
か
ら
現
職
。「
東

北
学
」
を
は
じ
め
と
す
る
独
自
の
視
点
か
ら
幅
広
い
執
筆
・

発
言
を
行
う
。
著
書
に
『
異
人
論
序
説
』『
排
除
の
現
象
学
』

（
と
も
に
ち
く
ま
学
芸
文
庫
）、『
東
北
学
／
も
う
ひ
と
つ
の
東

北
』（
講
談
社
学
術
文
庫
）、『
性
食
考
』（
岩
波
書
店
）、『
武

蔵
野
を
よ
む
』（
岩
波
新
書
）
な
ど
多
数
あ
る
。

多
様
性
を
柔
ら
か
く

受
け
入
れ
る
た
め
の
レ
ッ
ス
ン

テ
ィ
」
は
、
ど
う
や
っ
て
デ
ザ
イ
ン
し
て

い
く
こ
と
が
で
き
る
の
か
？

そ
う
し
た
大
き
な
関
心
の
な
か
で
私
は

今
、
自
分
が
育
っ
た
こ
の
地
域
の
風
土
や

歴
史
を
し
っ
か
り
と
捉
え
直
し
て
み
た
い

と
考
え
、「
武
蔵
野
学
」
に
取
り
組
ん
で

い
ま
す
。「
よ
そ
者
」
ば
か
り
が
暮
ら
す

こ
の
武
蔵
野
と
い
う
地
域
を
、
い
わ
ば
自

分
の
故
郷
と
し
て
し
っ
か
り
と
描
い
て
い

く
こ
と
。
そ
う
い
う
意
味
で
、
私
は
い
ま

だ
に
『
異
人
論
序
説
』
の
な
か
で
発
し
た

若
き
日
の
問
い
か
け
の
影
響
下
に
い
る
の

か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

遠野でも「地域おこし協力隊」の若者による活動が静かに、しかし確実に浸透しつつある。「to 
know（トゥーノウ＝遠野）」と題した一連のプロジェクトでは、東北の地域文化を現代に生きる人々
の糧とすべく企画やデザイン、ツーリズムを数多く実施。遠野中学校1年生130人に向けた講義
では「遠野の魅力」を共に考え（上）、遠野の民俗と伝説に触れるツアーには県外からも多くの参
加者が訪れた（下）。写真提供／富川岳

遠
野
市
で
現
代
の

ア
ジ
ー
ル
を
つ
く
る
試
み

注＊
1	

山
を
歩
き
回
っ
て
立
木
の
売
買
や
鉱
脈
探
し
を
行
う

職
業
の
こ
と
。

＊
2	

定
住
民
に
よ
り
耕
作
、
貢
納
が
行
わ
れ
る
荘
園
や
農

地
を
取
り
巻
く
山
や
原
野
、
川
や
海
。

＊
3	

農
耕
を
基
礎
と
し
て
一
カ
所
に
定
住
す
る
人
々
に
対
し
、

山
の
民
や
川
の
民
、
芸
能
者
、
行
商
人
、
遊
行
の
宗
教

者
な
ど
一
所
不
住
の
人
々
が
漂
泊
者
と
さ
れ
る
。

＊
4	

村
な
ど
の
共
同
体
全
体
で
所
有
し
た
土
地
で
、
薪
炭

や
肥
料
用
の
落
ち
葉
を
拾
う
入
会
の
山
な
ど
の
こ
と

を
指
す
。

＊
5	

頼
母
子
は
構
成
員
で
あ
る
個
人
や
法
人
が
定
め
ら
れ

た
金
品
を
払
い
込
み
、
融
通
し
合
う
金
融
の
形
態
で
、

主
体
と
な
る
相
互
扶
助
的
な
団
体
や
会
合
が
講
と
呼

ば
れ
た
。
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