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故
郷 

ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム 

  

知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
太
宰
治
の
『
津
軽
』（
一
九
四
四
・
一
一
）
は

小
山
書
店
の
「
新
風
土
記
叢
書
」
の
一
冊
と
し
て
刊
行
さ
れ
た
。
そ
れ
は
、

宇
野
浩
二
『
大
阪
』（
一
九
三
六
・
四
）、
佐
藤
春
夫
『
熊
野
路
』（
一
九
三

六
・
四
）
の
二
冊
が
出
さ
れ
た
の
ち
、
数
年
間
の
ブ
ラ
ン
ク
を
経
て
、
青
野

季
吉
『
佐
渡
』（
一
九
四
二
・
一
一
）、
田
畑
修
一
郎
『
出
雲
・
石
見
』（
一

九
四
三
・
八
）、
中
村
地
平
『
日
向
』（
一
九
四
四
・
六
）、
太
宰
治
『
津
軽
』、

伊
藤
永
之
介
『
秋
田
』（
一
九
四
四
・
一
一
）
と
続
い
て
い
く
。
な
お
、『
津

軽
』
の
前
に
刊
行
さ
れ
る
予
定
だ
っ
た
稲
垣
足
穂
『
明
石
』（
一
九
四
八
・

四
）
は
印
刷
は
さ
れ
た
も
の
の
空
襲
に
よ
っ
て
消
失
し
た
た
め
、
戦
後
の

刊
行
と
な
っ
た
。

（

１

） 

 

『
出
雲
・
石
見
』
お
よ
び
『
日
向
』
に
は
、
次
の
よ
う
な
広
告
文
が
付
け

ら
れ
て
い
る
。 

 

 

こ
の
叢
書
は
、
文
壇
を
始
め
各
界
の
す
ぐ
れ
た
方
々
に
、
お
の
が

故
郷
を
風
韻
豊
か
な
風
土
記
に
再
現
し
て
戴
き
、
時
代
の
痼
疾
に

蝕
ま
れ
て
故
郷
を
失
う
た
近
代
人
の
胸
に
ふ
た
た
び
故
郷
へ
の
愛

着
を
よ
び
さ
ま
し
、
な
ほ
進
ん
で
は
、
神
の
み
手
に
生
み
な
さ
れ
た
、

う
ま
し
国
た
る
日
本
を
、
あ
ら
た
め
て
見
い
だ
さ
ん
が
た
め
に
つ

く
ら
れ
た
。 

  

こ
の
広
告
文
を
、
一
九
三
〇
年
代
以
降
に
お
け
る
〈
故
郷
喪
失
か
ら
日

本
回
帰
へ
〉
と
い
う
流
れ
を
き
わ
め
て
適
切
に
要
約
し
た
も
の
だ
と
評
価

す
る
こ
と
も
不
可
能
で
は
な
い
。「
故
郷
を
失
つ
た
文
学
」
を
小
林
秀
雄
が

書
い
た
の
が
一
九
三
三
年
、
翌
年
か
ら
は
シ
ェ
ス
ト
フ
の
流
行
と
と
も
に

「
不
安
の
哲
学
」
や
「
不
安
の
文
学
」
と
い
う
こ
と
が
し
き
り
に
言
わ
れ
、

「
三
〇
年
代
後
半
に
入
る
と
、
一
部
の
リ
ベ
ラ
ル
抵
抗
派
を
別
に
す
れ
ば
、

〔…

〕
い
わ
ゆ
る
「
日
本
へ
の
回
帰
」
現
象
が
顕
著
と
な
っ
た
」

（
２
）

。
故
郷
を

138



喪
失
し
、「
不
安
」
に
漂
う
人
々
に
と
っ
て
、
そ
う
し
た
自
身
の
空
虚
を
埋

め
て
く
れ
る
も
の
と
し
て
「
日
本
」
が
発
見
さ
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。『
大

阪
』、『
熊
野
路
』
刊
行
時
の
広
告
文
に
は
「
現
代
流
行
の
所
謂
日
本
精
神

の
空
疎
を
救
つ
て
そ
れ
を
生
き
た
具
体
的
な
も
の
に
す
る
」
た
め
に
こ
そ

「
地
方
」
を
知
る
べ
き
で
あ
り
、
そ
う
し
た
「
特
殊
を
浸
透
し
た
上
の
全

体
こ
そ
始
め
て
真
の
全
体
で
あ
る
」
と
あ
る
（「
東
京
朝
日
新
聞
」
一
九
三

六
年
三
月
三
一
日
）。「
特
殊
」（
各
地
方
）
を
総
合
し
た
「
全
体
」
こ
そ
が

「
空
疎
」
で
は
な
い
実
質
の
あ
る
〈
日
本
〉
と
な
る
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。

（
３
） 

 

『
津
軽
』
と
い
う
書
物
は
、
こ
の
よ
う
な
意
図
の
も
と
に
太
宰
と
い
う

作
家
に
依
頼
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
た
め
に
津
軽
へ
の
旅
が
敢
行
さ

れ
た
わ
け
だ
が
、『
津
軽
』
の
な
か
で
太
宰
自
身
を
思
わ
せ
る
「
私
」
は
、

そ
う
し
た
外
在
的
要
因
よ
り
も
内
在
的
要
因
を
強
調
し
て
い
る
。「
一 

巡

礼
」
の
冒
頭
部
分
で
あ
る
。 

 

「
ね
、
な
ぜ
旅
に
出
る
の
？
」 

「
苦
し
い
か
ら
さ
。」 

「
あ
な
た
の
（
苦
し
い
）
は
、
お
き
ま
り
で
、
ち
つ
と
も
信
用
で
き

ま
せ
ん
。」 

「
正
岡
子
規
三
十
六
、
尾
崎
紅
葉
三
十
七
、
斎
藤
緑
雨
三
十
八
、
国

木
田
独
歩
三
十
八
、
長
塚
節
三
十
七
、
芥
川
龍
之
介
三
十
六
、
嘉
村

礒
多
三
十
七
。」 

「
そ
れ
は
、
何
の
事
な
の
？
」 

「
あ
い
つ
ら
の
死
ん
だ
と
し
さ
。
ば
た
ば
た
死
ん
で
ゐ
る
。
お
れ
も

そ
ろ
そ
ろ
、
そ
の
と
し
だ
。
作
家
に
と
つ
て
、
こ
れ
く
ら
ゐ
の
年
齢

の
時
が
、
一
ば
ん
大
事
で
、」 

「
さ
う
し
て
、
苦
し
い
時
な
の
？
」 

「
何
を
言
つ
て
や
が
る
。
ふ
ざ
け
ち
や
い
け
な
い
。
お
前
に
だ
つ
て
、

少
し
は
、
わ
か
つ
て
ゐ
る
筈
た
が
ね
。
も
う
、
こ
れ
以
上
は
言
は
ん
。

言
ふ
と
、
気
障
に
な
る
。
お
い
、
お
れ
は
旅
に
出
る
よ
。」（
一
） 

 

 

「
死
」
と
い
う
意
識
、
そ
れ
こ
そ
が
こ
の
旅
の
動
機
で
あ
る
と
い
う
の

だ
。
そ
し
て
「
私
」
は
少
し
あ
と
で
「
都
会
人
と
し
て
の
私
に
不
安
を
感
じ

て
、
津
軽
人
と
し
て
の
私
を
つ
か
ま
う
と
す
る
念
願
」（
二
）
が
あ
っ
て
旅

に
出
た
の
だ
と
も
説
明
し
て
い
る
。
こ
の
「
不
安
」
と
い
う
の
が
、「
死
」

に
関
係
し
て
い
る
と
見
る
こ
と
は
容
易
い
。「
五 

西
海
岸
」
に
お
い
て
、

父
親
の
生
家
を
見
に
行
く
際
に
も
「
死
ぬ
ま
へ
に
い
ち
ど
、
父
の
生
れ
た

家
を
見
た
く
て
」（
五
）、「
い
つ
死
ぬ
か
わ
か
ら
ん
し
」（
五
）
な
ど
と
語
ら

れ
て
い
る
こ
と
か
ら
し
て
も
、「
死
」
と
い
う
意
識
は
「
私
」
に
お
い
て
常

に
伏
流
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。 

 

こ
こ
で
、「
人
の
死
に
方
が
ふ
つ
う
偶
然
に
左
右
さ
れ
る
も
の
と
す
れ
ば
、

人
が
や
が
て
死
ぬ
と
い
う
こ
と
は
の
が
れ
よ
う
の
な
い
定
め
で
あ
る
」
と

す
る
ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
・
ア
ン
ダ
ー
ソ
ン
の
主
張
に
耳
を
傾
け
よ
う
。
偶
然

性
や
運
命
性
に
苦
し
む
人
々
に
救
い
を
与
え
て
き
た
の
は
宗
教
で
あ
っ
た

が
、
そ
れ
が
衰
退
し
た
十
八
世
紀
に
、
代
わ
っ
て
登
場
し
た
も
の
こ
そ
が

ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
で
あ
っ
た
、
と
ア
ン
ダ
ー
ソ
ン
は
言
う
。 
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こ
の
啓
蒙
主
義
の
時
代
、
合
理
主
義
的
世
俗
主
義
の
世
紀
は
、
そ
れ

と
と
も
に
、
独
自
の
近
代
の
暗
黒
を
も
た
ら
し
た
。
宗
教
信
仰
は
退

潮
し
て
も
、
そ
の
信
仰
が
そ
れ
ま
で
幾
分
な
り
と
も
鎮
め
て
き
た

苦
し
み
は
消
え
は
し
な
か
っ
た
。〔…

〕
そ
こ
で
要
請
さ
れ
た
の
は
、

運
命
性
を
連
続
性
へ
、
偶
然
を
有
意
味
な
も
の
へ
と
、
世
俗
的
に
変

換
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。〔…

〕
国
民
の
観
念
ほ
ど
こ
の
目
的
に
適

し
た
も
の
は
な
か
っ
た
し
、
い
ま
も
な
い
。
国
民
国
家
が
「
新
し
い
」

「
歴
史
的
」
な
も
の
で
あ
る
と
広
く
容
認
さ
れ
て
い
る
に
し
て
も
、

そ
れ
が
政
治
的
表
現
を
付
与
す
る
国
民
そ
れ
自
体
は
、
常
に
、
は
る

か
な
る
過
去
よ
り
お
ぼ
ろ
げ
な
姿
を
現
し
、
そ
し
て
も
っ
と
重
要

な
こ
と
に
、
無
限
の
未
来
へ
と
漂
流
し
て
い
く
。
偶
然
を
宿
命
に
転

じ
る
こ
と
、
こ
れ
が
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
魔
術
で
あ
る
。

（

４

） 

  

宗
教
が
衰
退
し
た
時
代
に
、
そ
れ
に
代
わ
っ
て
「
死
」
と
い
う
「
の
が
れ

よ
う
の
な
い
定
め
」
を
前
に
し
て
思
い
悩
む
人
々
に
救
い
を
与
え
た
の
が

「
国
民
」
＝
ネ
イ
シ
ョ
ン
と
い
う
観
念
で
あ
っ
た
。
ま
さ
し
く
『
津
軽
』
の

「
私
」
も
ま
た
、「
死
」
を
前
に
し
た
「
不
安
」
か
ら
、「
運
命
性
を
連
続
性

へ
、
偶
然
を
有
意
味
な
も
の
へ
と
」
変
え
て
く
れ
る
も
の
を
求
め
て
い
る

の
だ
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
「
私
」
が
求
め
て
い
る
の
は
ネ
イ
シ
ョ

ン
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
だ
が
、
そ
れ
は
『
津
軽
』
に
お
い
て
〈
日

本
人
〉
で
は
な
く
〈
津
軽
人
〉
と
名
指
さ
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
、「
新
風
土
記

叢
書
」
の
広
告
文
に
も
あ
っ
た
よ
う
に
、「
故
郷
へ
の
愛
着
」
か
ら
「
う
ま

し
国
た
る
日
本
」
の
（
再
）
発
見
が
目
論
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
以
上
、

〈
津
軽
人
〉
は
よ
り
上
位
の
〈
日
本
人
〉
に
回
収
さ
れ
る
も
の
で
し
か
な

い
の
か
も
し
れ
な
い
。『
津
軽
』
に
つ
い
て
は
従
来
、「「
津
軽
の
百
姓
」
と

し
て
の
自
己
確
認
の
書
で
あ
り
、
奴
婢
系
を
軸
と
し
た
小
説
」（
大
久
保
典

夫
）
で
あ
る
と
か
、「
秩
序
と
制
度
か
ら
な
る
人
工
的
文
化
的
中
心
か
ら
遁

走
し
て
、
反
文
化
的
な
周
縁
世
界
の
自
然
と
混
沌
の
中
へ
自
己
を
「
還
元
」

す
る
、
一
種
エ
ロ
ス
的
な
回
帰
の
体
験
」（
東
郷
克
美
）
な
ど
と
さ
れ
て
き

た
が
、

（
５
）

こ
の
作
品
に
お
け
る
〈
津
軽
人
〉
と
い
う
も
の
に
関
す
る
検
討
が

十
分
に
で
き
て
い
る
か
と
い
え
ば
、
そ
う
は
言
え
な
い
の
が
現
状
で
あ
る
。

本
稿
で
は
、『
津
軽
』
に
お
け
る
〈
津
軽
人
〉
の
表
象
の
あ
り
方
に
つ
い
て
、

作
品
の
展
開
を
追
い
な
が
ら
考
え
て
み
た
い
。
な
ぜ
な
ら
、〈
津
軽
人
〉
あ

る
い
は
〈
津
軽
〉
と
い
う
言
葉
の
意
味
自
体
が
『
津
軽
』
の
な
か
で
は
一
定

の
も
の
で
は
な
く
、
作
品
内
の
展
開
に
従
っ
て
変
容
し
て
い
る
と
思
わ
れ

る
か
ら
だ
。
そ
し
て
〈
津
軽
人
〉
の
表
象
の
あ
り
方
に
つ
い
て
考
え
る
こ

と
は
、
こ
の
作
品
と
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
の
関
係
に
つ
い
て
の
考
察
に
ま

で
つ
な
が
っ
て
い
く
は
ず
で
あ
る
。 

 

一
、〈
故
郷
〉
と
旅
人 

   

実
は
先
ほ
ど
引
用
し
た
「
一 

巡
礼
」
の
前
に
、『
津
軽
』
に
は
「
序
編
」

が
附
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
「
私
」
は
「
私
は
津
軽
に
生
れ
、
さ
う
し
て
二

十
年
間
、
津
軽
に
於
い
て
育
ち
な
が
ら
、
金
木
、
五
所
川
原
、
青
森
、
弘

前
、
浅
虫
、
大
鰐
、
そ
れ
だ
け
の
町
を
見
た
だ
け
で
、
そ
の
他
の
町
村
に
就

い
て
は
少
し
も
知
る
と
こ
ろ
が
無
か
つ
た
の
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
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こ
れ
は
〈
故
郷
〉
あ
る
い
は
〈
郷
土
〉
と
は
何
か
、
と
い
う
問
い
を
惹
起
す

る
だ
ろ
う
。 

 
も
ち
ろ
ん
、「
私
」
の
故
郷
は
津
軽
で
あ
る
、
と
言
っ
て
も
間
違
い
で
は

な
い
。「
私
は
津
軽
の
人
で
あ
る
。
私
の
先
祖
は
代
々
、
津
軽
藩
の
百
姓
で

あ
つ
た
。
謂
は
ば
、
純
血
の
津
軽
人
で
あ
る
」（
序
編
）
と
「
私
」
自
身
も

述
べ
て
い
る
の
だ
か
ら
。
し
か
し
な
が
ら
、
実
際
に
は
「
私
」
の
み
な
ら

ず
、
多
く
の
人
々
が
〈
故
郷
〉
と
さ
れ
る
も
の
の
一
部
分
し
か
直
接
に
は

知
ら
な
い
の
で
あ
る
。
直
接
に
は
知
ら
な
い
土
地
を
〈
故
郷
〉
と
呼
べ
る

の
か
、
と
一
た
び
真
剣
に
考
え
て
み
れ
ば
、
そ
こ
に
は
幾
ら
で
も
疑
わ
し

さ
が
浮
上
す
る
だ
ろ
う
。「
私
」
の
言
説
は
、
津
軽
＝
〈
故
郷
〉
の
内
部
に

幾
つ
も
の
切
断
線
を
走
ら
せ
る
。
し
か
も
「
私
」
は
、
旧
作
を
何
作
か
引
用

し
つ
つ
「

（
６
）

金
木
、
五
所
川
原
、
青
森
、
弘
前
、
浅
虫
、
大
鰐
」
に
つ
い
て
の

思
い
出
を
述
べ
た
あ
と
、
次
の
よ
う
な
こ
と
ま
で
述
べ
る
の
だ
。 

 
 

  
 

こ
の
六
つ
の
町
は
、
私
の
過
去
に
於
い
て
最
も
私
と
親
し
く
、
私
の

性
格
を
創
成
し
、
私
の
宿
命
を
規
定
し
た
町
で
あ
る
か
ら
、
か
へ
つ

て
私
は
こ
れ
ら
の
町
に
就
い
て
盲
目
な
と
こ
ろ
が
あ
る
か
も
知
れ
な

い
。
こ
れ
ら
の
町
を
語
る
に
当
つ
て
、
私
は
決
し
て
適
任
者
で
は
な

か
つ
た
と
い
ふ
事
を
、
い
ま
、
は
つ
き
り
自
覚
し
た
。
以
下
、
本
編
に

於
い
て
私
は
、
こ
の
六
つ
の
町
に
就
い
て
語
る
事
は
努
め
て
避
け
た

い
気
持
で
あ
る
。
私
は
、
他
の
津
軽
の
町
を
語
ら
う
。 

  

多
く
の
人
は
、「
最
も
私
と
親
し
く
、
私
の
性
格
を
創
成
し
、
私
の
宿
命

を
規
定
し
た
町
」
こ
そ
が
〈
故
郷
〉
に
ふ
さ
わ
し
い
と
考
え
る
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。
し
か
し
、「
私
」
は
そ
れ
ら
の
町
に
つ
い
て
語
る
こ
と
は
避

け
、「
本
編
」
に
お
い
て
は
他
の
町
に
つ
い
て
語
ろ
う
、
と
い
う
の
で
あ
る
。 

 

だ
か
ら
「
私
」
の
自
己
規
定
は
「
旅
人
」
に
他
な
ら
な
い
。

（
７
）

「
私
」
は
訪

れ
た
町
に
つ
い
て
の
印
象
を
縷
々
記
す
も
の
の
、「
た
だ
町
を
一
巡
し
た
だ

け
の
、
ひ
や
か
し
の
旅
人
の
に
は
か
に
断
定
を
下
す
べ
き
筋
合
の
も
の
で

は
な
い
か
も
知
れ
な
い
」（
五
）、「
旅
の
印
象
記
な
ど
あ
て
に
な
ら
な
い
も

の
で
あ
る
」（
五
）
と
自
身
の
印
象
が
当
て
に
な
ら
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と

を
繰
り
返
し
読
者
に
示
す
の
を
忘
れ
な
い
の
だ
。 

 

こ
こ
で
柳
田
国
男
の
議
論
を
参
照
し
て
お
く
の
は
無
駄
な
こ
と
で
は
な

い
だ
ろ
う
。
柳
田
は
「
一
国
民
俗
学
」
の
理
論
的
枠
組
を
示
し
た
『
民
間
伝

承
論
』（
共
立
社
、
一
九
三
四
・
八
）
に
お
い
て
、
郷
土
研
究
の
調
査
の
対

象
に
つ
い
て
「
地
域
を
或
程
度
ま
で
小
さ
く
限
る
こ
と
」
が
必
要
で
あ
る

と
言
い
、
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。 

 

 

志
あ
り
又
方
法
を
解
し
た
篤
学
の
士
が
隅
か
ら
隅
ま
で
知
り
抜

い
た
我
部
落
、
即
ち
「
我
町
村
」
か
ら
始
め
る
の
が
よ
い
と
さ
へ
考

へ
ら
れ
る
。〔…

〕
実
際
郷
土
研
究
は
内
部
か
ら
で
な
け
れ
ば
出
来

な
い
も
の
で
、
外
部
か
ら
働
い
た
も
の
は
皆
失
敗
に
帰
し
て
居
る
。

要
は
問
は
ず
し
て
聞
く
と
い
ふ
自
然
な
方
法
が
よ
い
の
で
あ
つ
て
、

従
う
て
同
郷
人
の
調
査
が
学
的
価
値
は
多
い
の
で
あ
る
。 

  

柳
田
は
、「
外
部
」
か
ら
の
調
査
は
失
敗
す
る
の
で
あ
り
、「
内
部
」
か
ら
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し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
述
べ
る
。
な
ぜ
な
ら
、「
外
部
」
か
ら
わ
か
る
の

は
目
で
見
た
り
耳
で
聞
い
た
り
す
る
こ
と
の
で
き
る
も
の
だ
け
で
あ
り
、

そ
の
郷
土
の
心
理
的
・
精
神
的
な
も
の
は
「
内
部
」
の
者
で
な
け
れ
ば
わ

か
ら
な
い
か
ら
だ
。
柳
田
の
「
内
部
」
の
範
囲
は
き
わ
め
て
小
さ
く
、「
我

町
村
」
の
単
位
か
ら
始
め
る
の
が
適
当
で
あ
り
、
県
で
は
大
き
す
ぎ
、
郡

で
も
或
は
大
き
す
ぎ
る
か
も
し
れ
な
い
と
さ
え
述
べ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん

そ
れ
ら
は
「
全
国
的
な
比
較
総
合
の
為
の
基
礎
の
単
位
」
で
あ
る
と
さ
れ
、

つ
ま
り
は
〈
日
本
人
〉
の
エ
ー
ト
ス
を
探
る
た
め
の
材
料
と
な
る
の
だ
が
、

あ
く
ま
で
も
調
査
の
段
階
に
あ
っ
て
は
、
同
国
人
で
あ
っ
て
も
郷
土
が
違

え
ば
「
外
部
」
の
存
在
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

（
８
） 

 

自
身
が
「
旅
人
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
『
津
軽
』
の

「
私
」
は
、
こ
う
し
た
柳
田
の
考
え
と
案
外
近
い
と
こ
ろ
に
あ
る
よ
う
に

も
思
わ
れ
る
。
同
じ
〈
津
軽
〉
と
い
う
地
方
で
あ
っ
て
も
、
自
身
が
直
接
知

ら
な
い
場
所
を
自
身
の
〈
故
郷
〉
と
見
な
す
こ
と
に
「
私
」
は
非
常
に
抑
制

的
な
の
だ
。
し
か
し
な
が
ら
、
だ
と
す
れ
ば
余
計
に
、
な
ぜ
「
私
」
は
自
身

が
よ
く
知
っ
て
い
る
と
い
う
六
つ
の
町
で
は
な
く
、
そ
の
他
の
町
を
「
本

編
」
に
お
い
て
主
な
対
象
に
す
る
と
い
う
の
か
、
そ
の
理
由
が
よ
く
わ
か

ら
な
く
な
る
の
で
あ
る
。 

先
ほ
ど
も
述
べ
た
通
り
、「
純
血
の
津
軽
人
」
で
あ
る
は
ず
の
「
私
」
は
、

「
都
会
人
と
し
て
の
私
に
不
安
を
感
じ
、
津
軽
人
と
し
て
の
私
を
つ
か
ま

う
と
す
る
念
願
」
を
持
っ
て
旅
に
出
て
い
る
。
そ
れ
な
ら
ば
「
私
」
の
よ
く

知
っ
て
い
る
町
こ
そ
が
重
要
に
な
っ
て
く
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
の
よ
う

な
町
に
つ
い
て
語
る
こ
と
を
「
努
め
て
避
け
た
い
」
と
い
う
と
き
、「
私
」

の
目
論
見
は
初
め
か
ら
失
敗
が
運
命
づ
け
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
も
思
わ
れ

る
の
だ
。
こ
の
書
物
の
か
な
り
早
い
段
階
で
、「
私
」
が
次
の
よ
う
に
書
い

て
い
る
こ
と
は
示
唆
的
で
あ
る
だ
ろ
う
。 

 

〔…

〕
津
軽
人
と
は
、
ど
ん
な
も
の
で
あ
つ
た
か
、
そ
れ
を
見
極
め

た
く
て
旅
に
出
た
の
だ
。
私
の
生
き
か
た
の
手
本
と
す
べ
き
純
粋

の
津
軽
人
を
捜
し
当
て
た
く
て
津
軽
へ
来
た
の
だ
。
さ
う
し
て
私

は
、
実
に
容
易
に
、
随
所
に
於
い
て
そ
れ
を
発
見
し
た
。
誰
が
ど
う

と
い
ふ
の
で
は
な
い
。
乞
食
姿
の
貧
し
い
旅
人
に
は
、
そ
ん
な
思
ひ

上
つ
た
批
評
は
ゆ
る
さ
れ
な
い
。〔…

〕
私
は
た
い
て
い
う
な
だ
れ

て
、
自
分
の
足
も
と
ば
か
り
見
て
歩
い
て
ゐ
た
。
け
れ
ど
も
自
分
の

耳
に
ひ
そ
ひ
そ
と
宿
命
と
で
も
い
ふ
べ
き
も
の
を
囁
か
れ
る
事
が

実
に
し
ば
し
ば
あ
つ
た
の
で
あ
る
。
私
は
そ
れ
を
信
じ
た
。
私
の
発

見
と
い
ふ
の
は
、
そ
の
や
う
に
、
理
由
も
形
も
何
も
無
い
、
ひ
ど
く

主
観
的
な
も
の
な
の
で
あ
る
。〔…

〕
と
に
か
く
、
現
実
は
、
私
の

眼
中
に
無
か
つ
た
。「
信
じ
る
と
こ
ろ
に
現
実
は
あ
る
の
で
あ
つ
て
、

現
実
は
決
し
て
人
を
信
じ
さ
せ
る
事
が
出
来
な
い
。」
と
い
ふ
妙
な

言
葉
を
、
私
は
旅
の
手
帖
に
、
二
度
も
繰
り
返
し
て
書
い
て
ゐ
た
。

（
二
） 

 

「
私
」
は
「
私
の
生
き
方
の
手
本
と
す
べ
き
純
粋
の
津
軽
人
」
を
至
る

と
こ
ろ
に
発
見
し
た
と
述
べ
て
お
り
、
つ
ま
り
は
「
私
」
の
目
的
は
成
功

し
た
か
の
よ
う
に
語
ら
れ
て
い
る
の
だ
が
、
そ
れ
な
ら
ば
な
ぜ
「
私
」
は
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「
ひ
ど
く
主
観
的
」
で
あ
る
と
か
「
信
じ
る
と
こ
ろ
に
現
実
は
あ
る
の
で

あ
つ
て
、
現
実
は
決
し
て
人
を
信
じ
さ
せ
る
事
が
出
来
な
い
」
な
ど
と
い

う
思
わ
せ
ぶ
り
な
言
葉
を
こ
こ
に
書
き
つ
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
。 

 

も
ち
ろ
ん
、
ま
だ
結
論
を
出
す
に
は
早
い
だ
ろ
う
。
ま
ず
は
こ
の
旅
が

『
津
軽
』
と
い
う
書
物
の
な
か
で
ど
の
よ
う
に
描
か
れ
て
い
る
の
か
、
具

体
的
に
検
討
し
て
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

二
、「
大
人
」
＝
「
都
会
人
」
か
ら
の
脱
却 

   

『
津
軽
』
の
「
本
編
」
は
、「
一 
巡
礼
」、「
二 

蟹
田
」、「
三 

外
ヶ

浜
」、「
四 

津
軽
平
野
」、「
五 

西
海
岸
」
の
五
部
構
成
と
な
っ
て
い
る
。

そ
の
う
ち
、「
一 

巡
礼
」
か
ら
「
三 
外
ヶ
浜
」
ま
で
の
箇
所
は
一
つ
の

ま
と
ま
り
と
し
て
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
以
後
、
そ
の
箇
所
を
〈
北
上

パ
ー
ト
〉
と
呼
ぶ
こ
と
に
し
よ
う
。
急
行
列
車
で
上
野
か
ら
青
森
へ
行
き
、

そ
こ
か
ら
バ
ス
で
蟹
田
、
今
別
、
さ
ら
に
徒
歩
で
三
厩
を
通
り
、
竜
飛
ま

で
行
く
と
い
う
ル
ー
ト
で
あ
り
、
つ
ま
り
は
「
私
」
は
そ
の
パ
ー
ト
に
お

い
て
、
ず
っ
と
北
上
し
て
い
る
わ
け
だ
。
そ
こ
か
ら
「
四 

津
軽
平
野
」
で

は
南
下
し
た
あ
と
金
木
へ
と
赴
き
、「
五 

西
海
岸
」
で
は
西
に
移
動
し
、

少
し
南
下
し
た
あ
と
、
小
泊
ま
で
再
び
北
上
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
よ

う
な
「
私
」
の
地
理
的
移
動
と
、『
津
軽
』
の
内
容
は
密
接
に
関
連
し
て
い

る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。 

 

「
私
」
は
「
序
編
」
に
お
い
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
た
。 

 
私
は
こ
の
た
び
の
旅
行
で
見
て
来
た
町
村
の
、
地
勢
、
地
質
、
天
文
、

財
政
、
沿
革
、
教
育
、
衛
生
な
ど
に
就
い
て
、
専
門
家
み
た
い
な
知

つ
た
か
ぶ
り
の
意
見
は
避
け
た
い
と
思
ふ
。〔…

〕
そ
れ
ら
に
就
い

て
、
く
は
し
く
知
り
た
い
人
は
、
そ
の
地
方
の
専
門
の
研
究
家
に
聞

く
が
よ
い
。
私
に
は
、
ま
た
別
の
専
門
科
目
が
あ
る
の
だ
。
世
人
は

仮
り
に
そ
の
科
目
を
愛
と
呼
ん
で
ゐ
る
。
人
の
心
と
人
の
心
の
触

れ
合
ひ
を
研
究
す
る
科
目
で
あ
る
。 

 

〈
北
上
パ
ー
ト
〉
の
記
述
は
、
ま
さ
し
く
「
愛
」
の
専
門
家
と
し
て
の

「
私
」
の
面
目
躍
如
と
言
っ
て
い
い
も
の
だ
ろ
う
。
か
つ
て
「
私
」
の
家
で

働
き
、
そ
の
後
は
青
森
の
病
院
の
職
員
と
な
っ
て
い
る
Ｔ
君
は
、
徴
兵
さ

れ
て
戦
地
へ
行
っ
た
際
に
肋
膜
炎
が
再
発
し
て
内
地
へ
戻
っ
て
き
て
お
り
、

皆
が
酒
を
飲
ん
で
い
る
な
か
で
も
一
人
酒
を
飲
ま
ず
、
そ
し
て
時
々
、
軽

く
咳
を
し
て
い
る
。
中
学
時
代
か
ら
の
友
人
で
、
東
京
の
雑
誌
社
や
保
険

会
社
に
勤
め
た
の
ち
、
現
在
は
蟹
田
で
生
家
の
精
米
業
を
継
ぎ
、
町
会
議

員
と
し
て
も
活
躍
し
て
い
る
Ｎ
君
は
、
亡
く
な
っ
た
妹
の
子
供
三
人
を
引

き
取
り
、
自
身
の
子
供
と
同
様
に
慈
し
み
な
が
ら
育
て
て
い
る
一
方
で
、

酒
に
酔
う
と
大
声
で
歌
を
う
た
っ
て
周
囲
の
人
々
を
閉
口
さ
せ
る
。
そ
の

よ
う
な
以
前
か
ら
の
友
人
知
人
の
他
に
も
、
普
段
は
人
一
倍
は
に
か
み
や

の
繊
細
な
人
で
あ
る
の
に
酒
を
飲
み
す
ぎ
て
し
ま
い
、「
私
」
を
も
て
な
そ

う
と
し
て
「
熱
狂
的
な
接
待
ぶ
り
」
を
披
露
し
て
し
ま
う
蟹
田
分
院
の
事

務
長
Ｓ
さ
ん
な
ど
も
含
め
て
、「
私
」
が
旅
に
お
い
て
触
れ
あ
う
さ
ま
ざ
ま

な
人
々
の
性
格
や
生
き
方
と
い
う
も
の
が
、〈
北
上
パ
ー
ト
〉
に
お
い
て
は
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く
っ
き
り
と
浮
か
び
上
が
る
よ
う
に
描
か
れ
て
い
る
の
だ
。 

 

ま
た
、
そ
の
よ
う
な
旅
の
過
程
で
、「
私
」
自
身
が
変
容
し
て
い
る
こ
と

も
見
逃
し
て
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。「
一 

巡
礼
」
に
お
い
て
、
青
森
か
ら

蟹
田
行
の
バ
ス
に
乗
る
際
、「
私
」
は
Ｔ
君
に
一
緒
に
蟹
田
に
行
く
こ
と
を

提
案
し
た
い
の
だ
が
、
で
き
な
い
で
い
る
。 

 

〔…

〕
昔
の
私
な
ら
ば
、
気
軽
に
言
へ
た
の
で
も
あ
ら
う
が
、
私
も

流
石
に
と
し
を
と
つ
て
少
し
は
遠
慮
と
い
ふ
事
を
覚
え
て
来
た
せ

ゐ
か
、
そ
れ
と
も
、
い
や
、
気
持
の
や
や
こ
し
い
説
明
は
よ
さ
う
。

つ
ま
り
、
お
互
ひ
、
大
人
に
な
つ
た
の
で
あ
ら
う
。
大
人
と
い
ふ
も

の
は
侘
し
い
も
の
だ
。
愛
し
合
つ
て
ゐ
て
も
、
用
心
し
て
、
他
人
行

儀
を
守
ら
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
な
ぜ
、
用
心
深
く
し
な
け
れ
ば
な
ら

ぬ
の
だ
ら
う
。
そ
の
答
は
、
な
ん
で
も
な
い
。
見
事
に
裏
切
ら
れ
て
、

赤
恥
を
か
い
た
事
が
多
す
ぎ
た
か
ら
で
あ
る
。
人
は
、
あ
て
に
な
ら

な
い
、
と
い
ふ
発
見
は
、
青
年
の
大
人
に
移
行
す
る
第
一
課
で
あ
る
。

大
人
と
は
、
裏
切
ら
れ
た
青
年
の
姿
で
あ
る
。（
一
） 

  

こ
こ
で
「
私
」
は
、
自
身
が
「
大
人
」
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
だ
と
述
べ

て
い
る
が
、
直
後
に
Ｔ
君
は
明
日
の
朝
に
自
分
も
バ
ス
で
蟹
田
へ
行
く
と

「
私
」
に
告
げ
る
。「
私
」
は
思
わ
ず
仕
事
は
大
丈
夫
か
と
Ｔ
君
に
問
う
が
、

「
あ
し
た
は
日
曜
で
す
」
と
言
わ
れ
、「
私
た
ち
に
は
、
ま
だ
た
わ
い
な
い

少
年
の
部
分
も
残
つ
て
ゐ
た
」
と
述
べ
る
の
だ
っ
た
。 

 

「
大
人
」
と
い
う
語
は
、「
二 

蟹
田
」
に
お
い
て
も
登
場
す
る
。「
私
」

が
蟹
田
の
Ｎ
君
の
家
に
つ
く
と
、
Ｎ
君
は
「
リ
ン
ゴ
酒
で
な
く
ち
や
い
け

な
い
か
ね
。
日
本
酒
も
、
ビ
ー
ル
も
駄
目
か
ね
」
と
言
っ
て
く
る
。 

 

駄
目
ど
こ
ろ
か
、
そ
れ
は
リ
ン
ゴ
酒
よ
り
い
い
に
き
ま
つ
て
ゐ
る

の
で
あ
る
が
、
し
か
し
、
日
本
酒
や
ビ
ー
ル
の
貴
重
な
事
は
「
大
人
」

の
私
は
知
つ
て
ゐ
る
の
で
、
遠
慮
し
て
、
リ
ン
ゴ
酒
と
手
紙
に
書
い

た
の
で
あ
る
。
津
軽
地
方
に
は
、
こ
の
ご
ろ
、
甲
州
に
於
け
る
葡
萄

酒
の
や
う
に
、
リ
ン
ゴ
酒
が
割
合
ひ
豊
富
だ
と
い
ふ
噂
を
聞
い
て

ゐ
た
の
だ
。（
二
） 

  

こ
こ
で
も
「
私
」
は
「
大
人
」
で
あ
る
の
で
遠
慮
す
る
の
だ
が
、
Ｎ
君
は

「
私
」
に
そ
の
よ
う
な
遠
慮
を
さ
せ
な
い
よ
う
に
振
る
舞
い
、「
私
」
も
だ

ん
だ
ん
「
図
々
し
く
な
つ
て
」
い
く
。〈
北
上
パ
ー
ト
〉
に
お
い
て
、「
私
」

は
さ
ま
ざ
ま
な
場
所
で
、
さ
ま
ざ
ま
な
人
々
と
も
に
酒
を
飲
み
続
け
て
お

り
、
さ
な
が
ら
酒
中
旅
行
と
で
も
い
う
よ
う
な
趣
さ
え
呈
し
て
い
る
の
だ

が
、
そ
れ
は
「
私
」
が
「
大
人
」
か
ら
「
子
供
」（
青
年
、
少
年
）
に
な
っ

た
た
め
に
可
能
と
な
っ
た
の
だ
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
藤
原
耕
作

が
適
切
に
指
摘
す
る
よ
う
に
、
そ
の
よ
う
な
大
人
／
子
供
と
い
う
二
分
法

が
、
都
会
人
／
津
軽
人
と
い
う
二
分
法
に
重
ね
ら
れ
て
い
る
こ
と
も
ま
た

明
ら
か
だ
。

（
９
）

「
私
」
は
「
大
人
」
か
ら
「
子
供
」
へ
と
変
容
す
る
と
と
も
に
、

「
都
会
人
と
し
て
の
私
」
か
ら
「
津
軽
人
と
し
て
の
私
」
へ
と
変
容
し
て

い
く
の
で
あ
る
。 

 

Ｓ
さ
ん
の
「
熱
狂
的
な
接
待
ぶ
り
」
を
説
明
し
た
あ
と
で
、「
私
」
は
次
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の
よ
う
に
述
べ
る
。 

 

〔…

〕
私
は
Ｓ
さ
ん
に
依
つ
て
私
自
身
の
宿
命
を
知
ら
さ
れ
た
や

う
な
気
が
し
て
、
帰
る
途
々
、
Ｓ
さ
ん
が
な
つ
か
し
く
気
の
毒
で
な

ら
な
か
つ
た
。
津
軽
人
の
愛
情
の
表
現
は
、
少
し
水
で
薄
め
て
服
用

し
な
け
れ
ば
、
他
国
の
人
に
は
無
理
な
と
こ
ろ
が
あ
る
か
も
知
れ

な
い
。
東
京
の
人
は
、
た
だ
妙
に
も
つ
た
い
ぶ
つ
て
、
チ
ヨ
ツ
ピ
リ

づ
つ
料
理
を
出
す
か
ら
な
あ
。
ぶ
え
ん
の
平
茸
で
は
な
い
け
れ
ど
、

私
も
木
曾
殿
み
た
い
に
、
こ
の
愛
情
の
過
度
の
露
出
の
ゆ
ゑ
に
、
ど

ん
な
に
い
ま
ま
で
東
京
の
高
慢
な
風
流
人
た
ち
に
蔑
視
せ
ら
れ
て

来
た
事
か
。「
か
い
給
へ
、
か
い
給
へ
や
。」
と
ぞ
責
め
た
り
け
る
、

で
あ
る
。（
二
） 

  

〈
津
軽
人
〉
と
「
東
京
の
人
」
と
が
対
比
さ
れ
た
う
え
で
、
東
京
に
住
ん

で
い
る
は
ず
の
「
私
」
は
こ
の
時
、
自
身
を
完
全
に
前
者
に
属
す
る
も
の

と
し
て
扱
っ
て
い
る
。
蟹
田
は
「
私
」
に
と
っ
て
は
未
知
の
土
地
だ
っ
た

は
ず
だ
が
、
そ
こ
で
暮
ら
す
人
々
と
「
私
」
と
は
同
じ
〈
津
軽
人
〉
で
あ
る

と
い
う
点
で
同
じ
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
な
か
に
包
含
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
自
身

を
「
大
人
」、
あ
る
い
は
「
旅
人
」
で
あ
る
と
す
る
記
述
は
「
三 

外
ヶ
浜
」

に
お
い
て
は
全
く
見
ら
れ
な
く
な
る
の
で
あ
る
。 

 

〈
北
上
パ
ー
ト
〉
に
お
い
て
「
私
」
は
さ
ま
ざ
ま
な
小
さ
な
失
敗
を
繰
り

返
す
も
の
の
、
そ
れ
ら
は
決
定
的
な
亀
裂
を
生
む
よ
う
な
こ
と
は
な
く
、

人
々
の
善
意
に
回
収
さ
れ
て
い
く
。「
三 

外
ヶ
浜
」
に
お
い
て
津
軽
の
凶

作
の
歴
史
が
振
り
返
ら
れ
た
際
に
は
、「
哀
愁
を
通
り
越
し
て
何
か
、
わ
け

の
わ
か
ら
ぬ
憤
怒
さ
へ
感
ぜ
ら
れ
」
る
も
の
の
、
そ
の
す
ぐ
あ
と
に
は
橘

南
谿
の
「
東
遊
記
」
の
荒
唐
無
稽
と
言
っ
て
い
い
よ
う
な
記
事
が
引
用
さ

れ
、「
お
伽
噺
み
た
い
な
雰
囲
気
」
に
彩
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、

津
軽
に
義
経
の
伝
説
が
多
す
ぎ
る
の
は
、
不
良
青
年
の
二
人
組
が
義
経
と

弁
慶
を
騙
っ
て
各
地
を
う
ろ
つ
い
て
い
た
か
ら
で
は
な
い
か
と
想
像
し
、

「
そ
ん
な
不
良
青
年
の
放
浪
生
活
が
、
ひ
ど
く
楽
し
か
つ
た
も
の
の
や
う

に
空
想
せ
ら
れ
、
う
ら
や
ま
し
く
さ
へ
な
つ
て
来
」
る
の
だ
。
基
本
的
に

多
幸
感
と
で
も
い
う
よ
う
な
も
の
が
〈
北
上
パ
ー
ト
〉
に
は
漂
っ
て
い
る

と
言
っ
て
よ
い
。 

 

だ
が
、
そ
れ
が
「
四 

津
軽
平
野
」
に
な
る
と
変
わ
っ
て
く
る
。〈
私
〉

は
竜
飛
か
ら
青
森
へ
と
戻
り
、
川
部
、
五
所
川
原
を
経
て
金
木
の
生
家
へ

と
辿
り
着
く
。「
純
血
種
の
津
軽
人
」（
序
編
）
や
「
私
た
ち
の
祖
先
の
血
」

（
三
）
な
ど
と
述
べ
る
「
私
」
な
の
で
あ
れ
ば
、
実
際
に
血
が
つ
な
が
っ
て

い
る
生
家
こ
そ
〈
津
軽
人
〉
と
し
て
の
自
覚
を
強
め
る
こ
と
の
で
き
る
絶

好
の
場
所
な
の
で
は
な
い
か
。
し
か
し
実
態
は
、
そ
の
正
反
対
と
な
っ
て

し
ま
っ
た
よ
う
だ
。 

 

久
し
ぶ
り
に
会
っ
た
「
私
」
に
対
し
て
兄
た
ち
が
素
っ
気
な
い
挨
拶
し

か
返
さ
な
い
の
を
「
私
」
は
「
わ
が
家
の
流
儀
で
あ
る
。
い
や
、
津
軽
の
流

儀
と
言
つ
て
い
い
か
も
知
れ
な
い
」
と
言
う
も
の
の
、
酒
に
弱
く
な
っ
て

き
た
と
い
う
兄
た
ち
が
「
上
品
に
お
互
ひ
ゆ
づ
り
合
つ
て
ゐ
る
」
の
を
見

て
、「
外
ヶ
浜
で
荒
つ
ぽ
く
飲
ん
で
来
た
私
に
は
、
ま
る
で
竜
宮
か
何
か
別

天
地
の
や
う
で
、
兄
た
ち
と
私
の
生
活
の
雰
囲
気
の
差
異
に
今
更
の
ご
と
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く
愕
然
と
し
、
緊
張
し
た
」
と
言
い
、「
金
木
の
生
家
で
は
、
気
疲
れ
が
す

る
」
と
述
べ
る
の
だ
。〈
北
上
パ
ー
ト
〉
と
の
落
差
は
明
ら
か
だ
ろ
う
。
兄

た
ち
と
「
私
」
と
の
あ
い
だ
で
は
遠
慮
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
関
係
性

が
あ
る
よ
う
で
あ
り
、「
私
」
は
ま
た
「
大
人
」
へ
と
戻
ら
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
か
の
ご
と
く
な
の
で
あ
る
。 

 

翌
々
日
の
鹿
の
子
川
溜
池
行
き
に
お
い
て
は
、「
私
」
は
「
調
子
づ
い
て

話
し
て
皆
を
笑
は
せ
」
る
快
活
ぶ
り
を
発
揮
す
る
が
、
そ
の
場
に
い
た
の

は
姪
の
陽
子
と
そ
の
夫
、
嫂
、
ア
ヤ
と
い
う
人
々
な
の
で
あ
り
、
そ
こ
に

兄
が
遅
れ
て
参
加
す
る
と
途
端
に
ぎ
こ
ち
な
い
雰
囲
気
に
な
っ
て
し
ま
う
。

安
藤
宏
が
言
う
よ
う
に
、
こ
の
兄
た
ち
と
の
関
係
性
を
契
機
と
し
て
、『
津

軽
』
と
い
う
作
品
が
「
大
き
く
構
造
上
の
転
換
を
と
げ
て
い
く
」

（

10
）

の
は
ど

う
や
ら
間
違
い
な
さ
そ
う
な
の
だ
。 

   
  
  

三
、
風
景
論 

  

「
三 

外
ヶ
浜
」
か
ら
「
四 

津
軽
平
野
」
へ
と
至
る
過
程
に
お
い
て
、

に
わ
か
に
〈
日
本
〉
あ
る
い
は
〈
天
皇
〉
に
つ
い
て
の
言
及
が
多
く
な
る
こ

と
に
も
注
意
し
よ
う
。「
三 

外
ヶ
浜
」
の
最
後
の
場
面
で
「
私
」
は
童
女

の
手
毬
唄
を
聞
い
て
、「
い
ま
で
も
中
央
の
人
た
ち
に
蝦
夷
の
土
地
と
思
ひ

込
ま
れ
て
軽
蔑
さ
れ
て
ゐ
る
本
州
の
北
端
で
、
こ
の
や
う
な
美
し
い
発
音

の
爽
や
か
な
歌
を
聞
か
う
と
は
思
は
な
か
つ
た
」
と
胸
を
熱
く
す
る
。
さ

ら
に
、「
佐
藤
弘
と
い
ふ
理
学
士
」
の
言
説
と
し
て
「
明
治
大
帝
の
教
育
に

関
す
る
大
御
心
は
ま
こ
と
に
神
速
に
奥
州
の
津
々
浦
々
に
ま
で
浸
透
し
て
、

奥
州
人
特
有
の
聞
き
ぐ
る
し
き
鼻
音
の
減
退
と
標
準
語
の
進
出
と
を
促
し
、

嘗
て
の
原
始
的
状
態
に
沈
淪
し
た
蒙
昧
な
蛮
族
の
居
住
地
に
教
化
の
御
光

を
与
へ
」
た
な
ど
と
い
う
文
章
が
二
度
に
わ
た
っ
て
引
用
さ
れ
る
の
で
あ

る
。

（

11
）

こ
こ
で
は
、「
中
央
の
人
た
ち
」
に
対
し
て
津
軽
の
よ
さ
を
訴
え
て
い

る
か
に
見
え
な
が
ら
、「
中
央
」
の
価
値
観
が
無
前
提
に
よ
い
も
の
と
さ
れ
、

標
準
語
の
発
音
こ
そ
が
「
美
し
い
」
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
は

明
ら
か
で
あ
る
。 

 

さ
ら
に
「
四 

津
軽
平
野
」
に
な
る
と
、「
私
た
ち
の
教
科
書
」
に
津
軽

へ
の
言
及
が
き
わ
め
て
少
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
が
問
題
と
さ
れ
る
。
こ

こ
で
の
「
私
た
ち
」
と
い
う
の
は
〈
津
軽
人
〉
で
は
な
く
「
中
央
の
人
た

ち
」
を
も
含
ん
だ
〈
日
本
人
〉
と
い
う
こ
と
で
あ
る
よ
う
だ
。
そ
し
て
北
海

道
の
ア
イ
ヌ
と
は
違
い
、「
奥
羽
の
ア
イ
ヌ
は
、
溌
剌
と
独
自
の
文
化
を
誇

り
、
或
い
は
内
地
諸
国
に
移
住
し
、
ま
た
内
地
人
も
奥
羽
へ
盛
ん
に
入
り

込
ん
で
来
て
、
次
第
に
他
の
地
方
と
区
別
の
無
い
大
和
民
族
に
な
つ
て
し

ま
つ
た
」
と
い
う
現
在
か
ら
見
る
と
非
常
に
問
題
含
み
な
記
述
が
肯
定
的

に
な
さ
れ
る
に
至
る
。
も
は
や
こ
こ
ま
で
く
る
と
、「
私
」
は
完
全
に
〈
日

本
人
〉
と
し
て
の
視
点
か
ら
津
軽
を
ま
な
ざ
し
て
い
る
の
だ
と
言
う
ほ
か

な
い
。
そ
し
て
「
私
」
は
「
考
へ
て
み
る
と
、
津
軽
と
い
ふ
の
は
、
日
本
全

国
か
ら
見
て
ま
こ
と
に
渺
た
る
存
在
で
あ
る
」
と
述
べ
た
う
え
で
、
生
家

へ
と
帰
還
す
る
の
で
あ
る
。 

 
 

 
生
家
へ
の
帰
還
に
先
立
っ
て
、〈
津
軽
人
〉
で
は
な
く
、〈
日
本
人
〉
と
し

て
の
視
点
が
前
景
化
し
て
い
く
の
は
、

（

12
）

「
故
郷
へ
の
愛
着
」
か
ら
「
う
ま

し
国
た
る
日
本
を
、
あ
ら
た
め
て
見
い
だ
さ
ん
が
た
め
」
と
い
う
「
新
風
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土
記
叢
書
」
の
企
画
意
図
に
沿
っ
た
も
の
だ
と
も
言
え
る
だ
ろ
う
が
、「
私
」

が
〈
津
軽
人
〉
に
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
フ
ァ
イ
す
る
試
み
が
生
家
に
お
い
て
挫

折
し
た
こ
と
に
対
す
る
防
衛
機
制
の
よ
う
な
も
の
と
考
え
る
こ
と
も
で
き

る
の
で
は
な
い
か
。〈
津
軽
人
〉
と
い
う
共
同
性
や
連
続
性
を
保
証
す
る
概

念
が
機
能
不
全
を
起
こ
し
て
い
る
か
ら
こ
そ
、〈
日
本
人
〉
と
い
う
よ
り
上

位
の
概
念
が
必
要
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。「
私
」
は
生
家
に
お
い
て
、
兄
と

と
も
に
歩
き
な
が
ら
、「
十
年
ほ
ど
前
」
の
出
来
事
を
思
い
出
し
、「
私
は

兄
か
ら
、
あ
の
事
件
に
就
い
て
ま
だ
許
さ
れ
て
ゐ
る
と
は
思
は
な
い
」
と

書
く
。「
私
」
は
兄
た
ち
と
と
も
に
同
じ
〈
津
軽
人
〉
と
い
う
一
体
感
を
得

る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
こ
と
を
あ
ら
た
め
て
思
い
知
る
。「
ひ
び
の
は
ひ

つ
た
茶
碗
は
、
ど
う
仕
様
も
無
い
。
ど
う
し
た
つ
て
、
も
と
の
と
ほ
り
に

は
な
ら
な
い
」
の
だ
。 

 

 

「
五 

西
海
岸
」
に
入
る
と
、「
私
」
は
金
木
か
ら
五
所
川
原
へ
行
き
、

そ
こ
か
ら
列
車
で
西
へ
と
進
み
、
木
造
に
あ
る
父
親
の
生
家
を
訪
ね
る
。

「
私
」
の
父
親
は
、「
Ｍ
と
い
う
旧
家
の
三
男
か
で
あ
つ
た
の
を
、
私
の
家

か
ら
迎
へ
ら
れ
て
何
代
目
か
の
当
主
に
な
つ
た
」
の
で
あ
り
、「
父
に
対
す

る
関
心
は
最
近
非
常
に
強
く
な
つ
て
来
た
」
と
い
う
「
私
」
は
、「
死
ぬ
ま

へ
に
い
ち
ど
、
父
の
生
れ
た
家
を
見
た
く
て
」
木
造
に
来
た
の
で
あ
る
。 

 

そ
し
て
「
私
」
は
、
父
の
生
家
の
間
取
り
が
「
金
木
の
家
の
間
取
り
と
た

い
へ
ん
似
て
ゐ
る
」
こ
と
を
発
見
し
、「
死
ん
だ
父
の
「
人
間
」
に
触
れ
た

や
う
な
気
が
し
て
、
こ
の
Ｍ
さ
ん
の
お
家
へ
立
寄
つ
た
甲
斐
が
あ
つ
た
と

思
」
う
。
だ
が
、
そ
れ
で
「
私
」
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
が
回
復
さ
れ
は
し

な
い
。「
私
」
の
亡
き
父
と
の
出
会
い
は
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
に
は
な
り
え
な

い
。 

 

 

「
私
」
は
木
造
か
ら
列
車
で
さ
ら
に
西
へ
進
み
、
鰺
ヶ
沢
を
過
ぎ
る
と

日
本
海
岸
に
沿
っ
て
深
浦
ま
で
南
下
し
て
い
く
。
そ
の
途
中
、
列
車
の
窓

か
ら
大
瀬
戸
崎
が
見
え
る
の
だ
が
、「
謂
は
ば
全
国
到
る
と
こ
ろ
に
あ
る
普

通
の
「
風
景
」
に
な
つ
て
し
ま
つ
て
ゐ
て
、
津
軽
独
得
の
佶
屈
と
で
も
い

ふ
や
う
な
他
国
の
者
に
と
つ
て
特
に
難
解
の
雰
囲
気
は
無
い
」
と
「
私
」

は
述
べ
る
。
そ
れ
は
外
ヶ
浜
に
つ
い
て
の
「
私
」
の
次
の
よ
う
な
記
述
を

思
い
起
こ
さ
せ
る
だ
ろ
う
。 

 

二
時
間
ほ
ど
歩
い
た
頃
か
ら
、
あ
た
り
の
風
景
は
何
だ
か
異
様
に

凄
く
な
つ
て
来
た
。
凄
愴
と
で
も
い
ふ
感
じ
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
も

は
や
、
風
景
で
な
か
つ
た
。
風
景
と
い
ふ
も
の
は
、
永
い
年
月
、
い

ろ
ん
な
人
か
ら
眺
め
ら
れ
形
容
せ
ら
れ
、
謂
は
ば
、
人
間
の
眼
で
舐

め
ら
れ
て
軟
化
し
、
人
間
に
飼
は
れ
て
な
つ
い
て
し
ま
つ
て
、
高
さ

三
十
五
丈
の
華
厳
の
滝
に
で
も
、
や
つ
ぱ
り
檻
の
中
の
猛
獣
の
や

う
な
、
人
く
さ
い
匂
ひ
が
幽
か
に
感
ぜ
ら
れ
る
。
昔
か
ら
絵
に
か
か

れ
歌
に
よ
ま
れ
俳
句
に
吟
ぜ
ら
れ
た
名
所
難
所
に
は
、
す
べ
て
例

外
な
く
、
人
間
の
表
情
が
発
見
せ
ら
れ
る
も
の
だ
が
、
こ
の
本
州
北

端
の
海
岸
は
、
て
ん
で
、
風
景
に
も
何
も
、
な
つ
て
や
し
な
い
。（
三
） 

  
「
私
」
に
と
っ
て
の
「
風
景
」
と
は
「
人
間
の
眼
で
舐
め
ら
れ
て
軟
化

し
」
た
も
の
な
の
で
あ
り
、
そ
れ
に
対
し
て
外
ヶ
浜
は
「
風
景
」
で
は
な
い

も
の
と
さ
れ
る
。
そ
の
よ
う
な
外
ヶ
浜
に
対
し
て
、「
私
」
は
大
瀬
戸
崎
を
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含
む
西
海
岸
の
南
部
は
「
風
景
」
で
あ
る
と
言
い
、「
私
な
ど
た
だ
旅
の
風

来
坊
の
無
責
任
な
直
感
だ
け
で
言
ふ
の
だ
が
、
や
は
り
、
も
う
こ
の
辺
か

ら
、
何
だ
か
、
津
軽
で
は
な
い
や
う
な
気
が
す
る
の
で
あ
る
」（
五
）
と
ま

で
述
べ
る
の
で
あ
る
。
そ
う
い
え
ば
、
金
木
の
生
家
に
帰
っ
た
際
に
は
、

「
私
」
は
「
眼
前
に
展
開
し
て
ゐ
る
春
の
津
軽
平
野
の
風
景
に
は
、
う
つ

と
り
し
て
し
ま
つ
た
」（
四
）
な
ど
と
述
べ
て
い
た
。
非
「
風
景
」
で
あ
る

外
ヶ
浜
と
、「
風
景
」
で
あ
る
津
軽
平
野
、
西
海
岸
の
南
部
と
い
う
対
比
が

看
取
さ
れ
る
。
そ
し
て
後
者
は
「
津
軽
で
は
な
い
」
も
の
と
さ
れ
る
の
だ
。 

 

列
車
が
深
浦
に
着
く
と
、「
私
」
は
ま
た
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。 

 

こ
の
港
町
も
、
千
葉
の
海
岸
あ
た
り
の
漁
村
に
よ
く
見
受
け
ら
れ

る
や
う
な
、
決
し
て
出
し
や
ば
ら
う
と
せ
ぬ
つ
つ
ま
し
い
温
和
な

表
情
、
悪
く
言
へ
ば
お
利
巧
な
ち
や
つ
か
り
し
た
表
情
を
し
て
、
旅

人
を
無
言
で
送
迎
し
て
ゐ
る
。
つ
ま
り
、
旅
人
に
対
し
て
は
全
く
無

関
心
の
ふ
う
を
示
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
私
は
、
深
浦
の
こ
の
や
う

な
雰
囲
気
を
深
浦
の
欠
点
と
し
て
挙
げ
て
言
つ
て
ゐ
る
の
で
は
決

し
て
な
い
。
そ
ん
な
表
情
で
も
し
な
け
れ
ば
、
人
は
こ
の
世
に
生
き

て
行
き
切
れ
な
い
の
で
は
な
い
か
と
も
思
つ
て
ゐ
る
。
こ
れ
は
、
成

長
し
て
し
ま
つ
た
大
人
の
表
情
な
の
か
も
知
れ
な
い
。
何
や
ら
自

信
が
、
奥
深
く
沈
潜
し
て
ゐ
る
。
津
軽
の
北
部
に
見
受
け
ら
れ
る
や

う
な
、
子
供
つ
ぽ
い
悪
あ
が
き
は
無
い
。（
五
） 

  

こ
こ
に
来
て
、「
風
景
」
／
非
「
風
景
」
と
い
う
二
分
法
は
、
大
人
／
子

供
と
い
う
二
分
法
と
重
ね
ら
れ
る
の
で
あ
る
。「
風
景
」
で
あ
り
「
大
人
」

で
あ
る
の
が
津
軽
平
野
や
西
海
岸
の
南
部
で
あ
り
、
非
「
風
景
」
で
「
子

供
」
で
あ
る
の
が
外
ヶ
浜
を
含
む
「
津
軽
の
北
部
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

そ
し
て
〈
北
上
パ
ー
ト
〉
に
お
い
て
、
大
人
／
子
供
と
い
う
二
分
法
が
都

会
人
／
津
軽
人
と
い
う
二
分
法
に
重
ね
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
思
い
出
す
と

き
、「
私
」
が
次
の
よ
う
に
言
い
出
す
理
由
も
ま
た
明
ら
か
だ
ろ
う
。 

 

あ
あ
、
さ
う
だ
。
か
う
し
て
較
べ
て
み
る
と
よ
く
わ
か
る
。
津
軽
の

奥
の
人
た
ち
に
は
、
本
当
の
と
こ
ろ
は
、
歴
史
の
自
信
と
い
ふ
も
の

が
な
い
の
だ
。
ま
る
つ
き
り
な
い
の
だ
。
だ
か
ら
、
矢
鱈
に
肩
を
い

か
ら
し
て
、「
か
れ
は
賤
し
き
も
の
な
る
ぞ
。」
な
ど
と
人
の
悪
口
ば

か
り
言
つ
て
、
傲
慢
な
姿
勢
を
執
ら
ざ
る
を
得
な
く
な
る
の
だ
。
あ

れ
が
、
津
軽
人
の
反
骨
と
な
り
、
剛
情
と
な
り
、
佶
屈
と
な
り
、
さ

う
し
て
悲
し
い
孤
独
の
宿
命
を
形
成
す
る
と
い
ふ
事
に
な
つ
た
の

か
も
知
れ
な
い
。（
五
） 

  

つ
ま
り
、
真
の
〈
津
軽
人
〉
と
は
「
津
軽
の
奥
の
人
た
ち
」
と
い
う
こ
と

に
な
る
。
外
ヶ
浜
を
含
む
「
津
軽
の
北
部
」
の
人
々
こ
そ
が
「
子
供
」
で
あ

り
、〈
津
軽
人
〉
な
の
だ
。
こ
の
個
所
以
前
と
以
後
と
で
、〈
津
軽
人
〉
と
い

う
言
葉
の
定
義
が
変
容
し
て
い
る
こ
と
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

以
前
に
お
い
て
は
〈
津
軽
人
〉
と
は
「
都
会
人
」
と
対
比
さ
れ
る
存
在
で
あ

っ
た
。
だ
が
、
も
は
や
そ
う
で
は
な
い
。「
四 

津
軽
平
野
」
に
お
い
て
は
、

「
私
」
の
兄
た
ち
も
〈
津
軽
人
〉
と
さ
れ
て
い
た
が
、
以
後
の
認
識
か
ら
す
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れ
ば
、
津
軽
平
野
に
住
む
人
々
は
真
の
〈
津
軽
人
〉
と
は
言
い
難
く
な
る
。

そ
う
で
あ
れ
ば
、「
私
」
が
兄
た
ち
と
と
も
に
〈
津
軽
人
〉
と
い
う
一
体
感

を
覚
え
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
も
当
然
の
こ
と
だ
と
い
う
こ
と
に
も

な
る
だ
ろ
う
。 

 

「
私
」
が
こ
の
よ
う
な
認
識
に
到
達
し
た
の
ち
初
め
て
た
け
に
つ
い
て

語
り
だ
す
の
は
、
だ
か
ら
、
お
そ
ら
く
偶
然
で
は
な
い
。「
私
」
は
深
浦
か

ら
ま
た
鰺
ヶ
沢
を
通
っ
て
五
所
川
原
ま
で
戻
る
と
、
中
畑
さ
ん
の
ひ
と
り

娘
の
け
い
ち
ゃ
ん
に
「
た
け
に
逢
は
う
と
思
つ
て
ゐ
る
ん
だ
」
と
唐
突
に

言
う
。
そ
し
て
「
私
」
は
「
故
郷
と
い
へ
ば
、
た
け
を
思
ひ
出
す
の
で
あ

る
。〔…

〕
こ
ん
ど
の
津
軽
旅
行
に
出
発
す
る
当
初
か
ら
、
私
は
、
た
け
に

ひ
と
め
逢
ひ
た
い
と
切
に
念
願
を
し
て
ゐ
た
の
だ
」
と
書
く
。
だ
が
、
そ

れ
な
ら
ば
な
ぜ
、
こ
こ
に
至
る
ま
で
た
け
の
名
前
は
た
だ
の
一
度
も
出
て

き
は
し
な
か
っ
た
の
か
。
あ
る
意
味
、「
私
」
は
正
直
で
あ
る
。「
私
」
の
書

き
ぶ
り
は
「
私
」
の
言
葉
を
裏
切
っ
て
い
る
。
た
け
の
存
在
が
俄
か
に
ク

ロ
ー
ス
ア
ッ
プ
さ
れ
て
く
る
要
因
は
、「
津
軽
の
北
部
」
こ
そ
が
真
の
〈
津

軽
〉
で
あ
る
と
い
う
認
識
に
他
な
ら
な
い
。
そ
の
こ
と
を
、『
津
軽
』
の
構

成
は
如
実
に
表
し
て
い
る
の
で
あ
る
。 

 

四
、「
無
憂
無
風
の
情
態
」 

  

た
け
は
、「
私
」
が
幼
か
っ
た
と
き
に
そ
の
子
守
を
担
当
し
て
い
た
女
中

で
あ
る
。「
私
」
は
「
思
ひ
出
」
の
た
け
に
つ
い
て
の
記
述
を
引
用
す
る
こ

と
で
、
た
け
が
自
身
の
母
親
代
わ
り
で
あ
っ
た
こ
と
を
読
者
に
印
象
づ
け

よ
う
と
す
る
。
だ
が
、「
思
ひ
出
」
に
お
い
て
、「
私
」
の
母
親
代
わ
り
は
二

人
い
た
は
ず
で
あ
り
、
し
か
も
同
作
に
お
い
て
は
、
た
け
よ
り
も
も
う
一

人
の
〈
母
〉
で
あ
る
叔
母
の
ほ
う
が
重
視
さ
れ
て
い
た
は
ず
だ
。
そ
れ
が

『
津
軽
』
に
お
い
て
は
、
叔
母
は
直
接
登
場
す
る
こ
と
す
ら
し
な
い
。
そ

し
て
、
叔
母
よ
り
も
は
る
か
に
重
要
な
存
在
と
し
て
、
た
け
が
前
面
に
押

し
出
さ
れ
て
く
る
。
真
の
〈
津
軽
人
〉
と
は
「
子
供
」
で
あ
る
「
津
軽
の
北

部
」
の
人
々
だ
と
い
う
認
識
に
到
達
し
た
「
私
」
に
と
っ
て
、
津
軽
平
野
に

含
ま
れ
る
五
所
川
原
在
住
の
叔
母
よ
り
も
、「
本
州
の
西
海
岸
の
最
北
端
」

で
あ
る
小
泊
に
い
る
た
け
の
ほ
う
が
自
身
の
〈
母
〉
と
し
て
ふ
さ
わ
し
い

存
在
に
感
じ
ら
れ
る
の
で
あ
ろ
う
。

（

13
） 

 

「
私
」
は
五
所
川
原
か
ら
列
車
で
金
木
を
通
り
過
ぎ
て
終
点
の
中
里
ま

で
行
き
、
そ
こ
か
ら
さ
ら
に
バ
ス
で
小
泊
へ
と
北
上
す
る
。
そ
の
途
上
、

バ
ス
の
窓
か
ら
外
を
見
て
「
私
」
は
こ
う
思
う
。 

 

や
つ
ぱ
り
、
北
津
軽
だ
。
深
浦
な
ど
の
風
景
に
較
べ
て
、
ど
こ
や
ら

荒
い
。
人
の
肌
の
匂
ひ
が
無
い
の
で
あ
る
。
山
の
樹
木
も
、
い
ば
ら

も
、
笹
も
、
人
間
と
全
く
無
関
係
に
生
き
て
ゐ
る
。
東
海
岸
の
竜
飛

な
ど
に
較
べ
る
と
、
ず
つ
と
優
し
い
け
れ
ど
、
で
も
、
こ
の
辺
の
草

木
も
、
や
は
り
「
風
景
」
の
一
歩
手
前
の
も
の
で
、
少
し
も
旅
人
と

会
話
を
し
な
い
。 

  

小
泊
へ
と
続
く
道
は
、
東
海
岸
の
北
端
で
あ
る
竜
飛
に
比
べ
れ
ば
「
ず

つ
と
優
し
い
」
と
さ
れ
は
す
る
が
「「
風
景
」
の
一
歩
手
前
の
も
の
」
で
あ
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り
、
そ
れ
は
真
の
〈
津
軽
〉
の
証
な
の
で
あ
る
。 

 

小
泊
に
着
い
た
「
私
」
は
た
け
の
家
を
訪
ね
る
と
、
留
守
で
あ
っ
た
。
近

所
の
人
の
話
に
よ
れ
ば
、
国
民
学
校
の
運
動
会
に
行
っ
て
い
る
ら
し
い
。

「
私
」
は
国
民
学
校
へ
行
く
が
、
そ
こ
で
の
運
動
会
の
様
子
は
次
の
よ
う

に
描
か
れ
る
。 

 

本
州
の
北
端
の
漁
村
で
、
昔
と
少
し
も
変
ら
ぬ
悲
し
い
ほ
ど
美
し

く
賑
や
か
な
祭
礼
が
、
い
ま
目
の
前
で
行
は
れ
て
ゐ
る
の
だ
。〔…

〕

日
本
は
、
あ
り
が
た
い
国
だ
と
、
つ
く
づ
く
思
つ
た
。
た
し
か
に
、

日
出
づ
る
国
だ
と
思
つ
た
。
国
運
を
賭
し
て
の
大
戦
争
の
さ
い
ち

ゆ
う
で
も
、
本
州
の
北
端
の
寒
村
で
、
こ
の
や
う
に
明
る
い
不
思
議

な
大
宴
会
が
催
さ
れ
て
居
る
。
古
代
の
神
々
の
豪
放
な
笑
ひ
と
闊

達
な
舞
踏
を
こ
の
本
州
の
僻
陬
に
於
い
て
直
接
に
見
聞
す
る
思
ひ

で
あ
つ
た
。
海
を
越
え
山
を
越
え
、
母
を
捜
し
て
三
千
里
歩
い
て
、

行
き
着
い
た
国
の
果
の
砂
丘
の
上
に
、
華
麗
な
お
神
楽
が
催
さ
れ

て
ゐ
た
と
い
ふ
や
う
な
お
伽
噺
の
主
人
公
に
私
は
な
つ
た
や
う
な

気
が
し
た
。 

  

生
家
へ
の
帰
還
に
先
立
っ
て
、「
津
軽
と
い
ふ
の
は
、
日
本
全
国
か
ら
見

て
ま
こ
と
に
渺
た
る
存
在
で
あ
る
」
と
記
し
て
い
た
こ
と
は
先
述
し
た
通

り
だ
が
、
こ
こ
で
「
私
」
は
真
の
〈
津
軽
〉
で
あ
る
「
本
州
の
北
端
」
が
日

本
全
体
に
お
い
て
も
決
し
て
等
閑
視
し
て
よ
い
存
在
で
は
な
い
こ
と
を
示

す
た
め
に
、
ほ
と
ん
ど
夢
幻
的
な
ま
で
の
光
景
を
提
示
し
て
い
る
。
国
民

学
校
の
運
動
会
が
「
古
代
の
神
々
の
豪
放
な
笑
ひ
と
闊
達
な
舞
踏
」
の
場

に
様
変
わ
り
し
て
い
る
の
だ
。 

 

ま
さ
し
く
、
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
へ
と
至
る
用
意
は
整
っ
た
と
言
っ
て
よ

い
。
探
し
回
っ
た
す
え
、
よ
う
や
く
た
け
と
再
会
し
た
「
私
」
は
、「
無
憂

無
風
の
情
態
」
を
体
験
し
、
こ
の
よ
う
な
「
不
思
議
な
安
堵
感
」
を
「
生
み

の
母
」
は
与
え
て
く
れ
な
か
っ
た
と
述
べ
る
。
つ
ま
り
は
、
た
け
こ
そ
が

真
の
〈
母
〉
で
あ
る
と
言
い
た
い
の
だ
ろ
う
。
そ
し
て
「
私
」
は
気
づ
く
。

「
あ
あ
、
私
は
、
た
け
に
似
て
ゐ
る
の
だ
と
思
つ
た
。
き
や
う
だ
い
中
で
、

私
ひ
と
り
、
粗
野
で
、
が
ら
つ
ぱ
ち
の
と
こ
ろ
が
あ
る
の
は
、
こ
の
悲
し

い
育
て
の
親
の
影
響
だ
つ
た
」
の
だ
と
。
た
け
と
い
う
〈
母
〉
を
通
し
て
、

「
私
」
は
よ
う
や
く
〈
津
軽
人
〉
に
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
フ
ァ
イ
す
る
こ
と
が

で
き
た
の
で
あ
る
。
よ
う
や
く
「
私
」
は
自
身
を
連
続
性
の
な
か
に
位
置

づ
け
る
こ
と
が
で
き
た
の
だ
。
そ
れ
を
幻
想
で
あ
る
と
指
摘
し
て
も
仕
方

が
な
い
。「
私
」
が
言
う
よ
う
に
、「
信
じ
る
と
こ
ろ
に
現
実
は
あ
る
の
で

あ
つ
て
、
現
実
は
決
し
て
人
を
信
じ
さ
せ
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
の
だ
か

ら
。 

 

「
私
」
に
と
っ
て
の
〈
津
軽
人
〉
と
は
ネ
イ
シ
ョ
ン
の
よ
う
な
も
の
と
し

て
あ
る
。〈
津
軽
人
〉
と
〈
日
本
人
〉
と
は
イ
コ
ー
ル
で
は
な
い
も
の
の
、

前
者
は
後
者
に
包
含
さ
れ
る
も
の
で
は
あ
る
だ
ろ
う
。『
津
軽
』
は
〈
津
軽

人
〉
な
る
概
念
が
幻
想
で
し
か
な
い
こ
と
を
あ
か
ら
さ
ま
に
示
し
て
し
ま

っ
て
い
る
の
だ
が
、
そ
う
で
あ
れ
ば
〈
日
本
人
〉
と
い
う
ネ
イ
シ
ョ
ン
が

な
お
さ
ら
幻
想
で
あ
る
こ
と
も
ま
た
明
ら
か
だ
。
し
か
も
、『
津
軽
』
は
そ

う
し
た
幻
想
に
す
が
ら
ざ
る
を
え
な
い
人
物
を
描
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
ナ
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シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
機
制
を
も
明
ら
か
に
し
て
い
る
と
言
う
こ
と
さ
え
可
能

か
も
し
れ
な
い
。
た
だ
、
だ
か
ら
と
言
っ
て
、『
津
軽
』
を
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ

ム
を
批
判
・
相
対
化
す
る
作
品
と
し
て
捉
え
る
こ
と
は
適
当
で
は
な
い
。

「
日
本
は
、
あ
り
が
た
い
国
だ
と
、
つ
く
づ
く
思
つ
た
」
な
ど
と
い
う
文

に
い
か
な
る
ア
イ
ロ
ニ
ー
を
も
認
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
む
し
ろ
、「
死
」

を
前
に
し
た
と
き
に
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
が
必
要
と
さ
れ
る
こ
と
を
描
く
こ

と
は
、「
聖
戦
下
の
新
津
軽
風
土
記
」
に
実
に
ふ
さ
わ
し
い
と
言
う
べ
き
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。「
私
は
虚
飾
を
行
は
な
か
つ
た
。
読
者
を
だ
ま
し
は
し

な
か
つ
た
」
と
い
う
言
葉
は
字
義
ど
お
り
に
受
け
取
る
べ
き
だ
ろ
う
。「
現

実
」
で
は
な
く
自
身
の
「
信
じ
る
と
こ
ろ
」
こ
そ
を
描
い
た
「
私
」
に
と
っ

て
、
そ
れ
は
心
か
ら
の
言
葉
だ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。 

  

注 

（
１
） 

新
風
土
記
叢
書
に
つ
い
て
は
、
紅
野
敏
郎
「「
新
風
土
記
叢
書
」
と
そ

の
周
辺
」（「
文
学
」
一
九
八
三
・
一
〇
）、
吉
岡
真
緒
「「
風
土
記
」
の
系

譜―

『
津
軽
』
の
感
覚
」（
斎
藤
理
生
・
松
本
和
也
編
『
新
世
紀
太
宰

治
』
双
文
社
出
版
、
二
〇
〇
九
・
六
）、
高
橋
孝
次
「『
明
石
』
と
『
津
軽
』

―

新
風
土
記
叢
書
の
「
郷
土
」」（「
千
葉
大
学
大
学
院
人
文
社
会
科
学

研
究
科
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
報
告
書
」
二
〇
一
六
・
二
）
な
ど
を
参
照
。  

（
２
） 

北
河
賢
三
「
一
九
三
〇
年
代
の
思
潮
と
知
識
人
」（『
近
代
日
本
の
統
合

と
抵
抗
４
』
日
本
評
論
社
、
一
九
八
二
・
六
） 

（
３
） 

高
橋
前
掲
論
文
は
「
読
者
が
「
郷
土
」
の
〈
共
同
性
〉
を
、「
郷
土
的

文
学
」
を
媒
介
と
し
て
享
受
す
る
と
い
う
プ
ロ
グ
ラ
ム
で
、
最
終
的
に
は

「
日
本
人
」
と
い
う
〈
共
同
性
〉
を
再
発
見
さ
せ
よ
う
と
い
う
意
図
」
を

指
摘
し
て
い
る
。 

（
４
） 

ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
・
ア
ン
ダ
ー
ソ
ン
『
想
像
の
共
同
体
』（
Ｎ
Ｔ
Ｔ
出
版
、

一
九
九
七
・
五
） 

（
５
） 

大
久
保
典
夫
「『
津
軽
』
論
ノ
オ
ト
」（
東
郷
克
美
・
渡
部
芳
紀
編
『
作

品
論
太
宰
治
』
双
文
社
出
版
、
一
九
七
四
・
六
）、
東
郷
克
美
「〈
津
軽
〉

論―

周
縁
的
世
界
へ
の
帰
還
」（『
太
宰
治
と
い
う
物
語
』
筑
摩
書
房
、

二
〇
〇
一
・
三
）。 

（
６
） 

太
宰
の
旧
作
で
あ
る
「
思
ひ
出
」（「
海
豹
」
一
九
三
三
・
四
、
六
、
七
）

や
「
お
し
や
れ
童
子
」（「
婦
人
画
報
」
一
九
三
九
・
一
一
）
が
引
用
さ
れ

る
。「
思
ひ
出
」
は
安
藤
宏
「『
晩
年
』
と
〝
津
軽
〟
」（『
太
宰
治
論
』
東

京
大
学
出
版
会
、
二
〇
二
一
・
一
二
）
が
指
摘
す
る
よ
う
に
「
具
体
的
な

場
所
や
地
名
に
関
す
る
情
報
（
固
有
名
詞
）
は
注
意
深
く
省
か
れ
て
い
る
」

の
だ
が
、『
津
軽
』
に
お
い
て
は
「
思
ひ
出
」
が
引
用
さ
れ
る
た
び
に
「
私
」

に
よ
っ
て
そ
う
し
た
情
報
が
補
填
さ
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。 

（
７
） 

山
口
浩
行
「
旅
人
が
見
る
故
郷―

風
土
記
と
し
て
の
〈
津
軽
〉」（「
日

本
近
代
文
学
」
二
〇
〇
二
・
一
〇
）
は
、「〈
未
知
な
る
故
郷
〉
の
旅
人
は
、

常
套
的
な
手
段
と
一
線
を
画
し
、
ノ
ス
タ
ル
ジ
ア
の
利
用
を
封
印
す
る

こ
と
で
、「
私
」
の
印
象
に
残
る
過
去
と
の
対
比
と
い
う
構
図
は
〔…

〕

用
い
ら
れ
な
い
こ
と
に
な
る
」
と
指
摘
し
て
い
る
。 

（
８
） 

永
池
健
二
『
柳
田
国
男―

物
語
作
者
の
肖
像
』
（
梟
社
、
二
〇
一 

 
 
 
 

〇
・
七
）
は
、
柳
田
に
は
「
郷
土
の
割
拠
性
、
固
有
性
の
認
識
」
と
「
郷

土
の
同
質
性
へ
の
眼
差
し
」
と
が
あ
り
、「
こ
の
二
つ
の
視
点
は
、
明
ら

か
に
異
質
で
あ
る
」
が
、「
こ
の
両
者
は
微
妙
な
緊
張
を
孕
み
な
が
ら
、

柳
田
独
特
の
郷
土
観
を
形
づ
く
」
っ
て
い
る
と
指
摘
し
て
い
る
。 

（
９
） 

藤
原
耕
作
「
太
宰
治
〈
津
軽
〉
を
め
ぐ
っ
て
」（「
叙
説
」
一
九
九
八
・

八
） 

（
10
） 

安
藤
宏
「〈
津
軽
〉
の
構
造
」（
前
掲
『
太
宰
治
論
』） 

（
11
） 

引
用
元
は
『
日
本
地
理
風
俗
大
系 

第
四
巻 

関
東
北
部
及
奥
羽
地

方
』（
新
光
社
、
一
九
二
九
・
四
）
だ
が
、
安
藤
宏
「〈
津
軽
〉
の 

構
造
」
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（
前
掲
）
は
そ
れ
と
『
津
軽
』
の
引
用
文
と
の
あ
い
だ
に
著
し
い
違
い
が

あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
引
用
元
に
は
「
か
し
こ
く
も
明
治
大
帝
の

教
育
に
関
す
る
大
御
心
は
」
な
ど
と
い
う
表
現
は
全
く
見
ら
れ
な
い
の

で
あ
る
。 

（
12
） 

た
だ
し
〈
日
本
人
〉
と
い
う
語
そ
れ
自
体
は
、『
津
軽
』
に
お
い
て
「
東

遊
記
」
の
引
用
以
外
に
は
出
て
こ
な
い
こ
と
に
は
注
意
し
た
い
。「
私
」

は
〈
日
本
人
〉
の
視
点
を
隠
微
に
導
入
し
つ
つ
、
表
立
っ
て
は
〈
津
軽
人
〉

と
い
う
語
し
か
使
用
し
よ
う
と
は
し
な
い
の
で
あ
る
。 

（
13
） 

実
際
に
太
宰
治
に
と
っ
て
、
叔
母
と
た
け
と
は
、
ど
ち
ら
が
重
要
な

存
在
で
あ
っ
た
か
は
わ
か
ら
な
い
。「
思
ひ
出
」
と
い
う
作
品
の
論
理
か

ら
す
れ
ば
叔
母
が
重
視
さ
れ
、『
津
軽
』
と
い
う
作
品
の
論
理
か
ら
す
れ

ば
た
け
の
ほ
う
が
重
視
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。 
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