
あ
ら
た
な

〈
故
郷
〉

の
出
現

〈
震
災
〉

変
貌
し
た

以
後
、

は
じ
め
に

あ
れ
が
阿
多
多
羅
山

あ
の
光
る
の
が
阿
武
隈
川
。

そ
れ
は
、

か
つ
て
恋
愛
詩
だ
っ
た
。
純
然
た
る
愛
を
う
た
い
上
げ

る
詩
で
あ
り
え
た
。
あ
る
い
は
、
光
太
郎
・
智
恵
子
二
人
の
関
係
性

の
表
出
し
た
詩
だ
っ
た
。
だ
が
い
ま
、

そ
れ
は
単
な
る
恋
愛
詩
で
は

あ
り
え
な
い
。
単
に
光
太
郎

・
智
恵
子
二
人
だ
け
の
詩
で
も
あ
り
え

な
い
。
次
の
よ
う
な
太
田
隆
夫
の
詩
の

一
節
を
前
に
、

も
は
や
樹
下

に
件
む
二
人
の
高
潔
な
愛
を
う
た
う
だ
け
の
詩
に
は
戻
れ
な
い
。

「
樹
下
の
二
人
」

土
屋

遥
一
朗

高
村
智
恵
子
が

「
阿
多
多
羅
山
の
上
に
あ
る
空
が
ほ
ん
と
の
空
」

と
言
っ
た
が
/
い
ま
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こ
ん
な
に
も
広
く
猪
苗
代
湖
を
抱
え
る
朗

ら
か
な
土
地
は

無
色
無
臭
な
放
射
性
物
質
の
た
め

呼
吸
ま
で
汚
さ
れ
て
い
る
/
/
避
難
で
き
な
い
子
ど
も
た
ち
は
運

私
た
ち
の

動
会
も
な
く

プ
ー
ル
で
飛
沫
も
と
ば
せ
な
い
/
い
つ
も
よ
り
梅

畑
を
通
り

こ
の
夏
を
生
き
る
健
気
な
目
差
し
は
/
向
日
葵

蝉
の
鳴
く
林
へ
も
行
け
な
い
寂
し
さ
を
訴
え
て
い
る

雨
明
け
が
早
い

太
岡
隆
夫
「
い
の
ち
こ
そ
た
か
ら
」
(
『
百

第
三
集
』
ク
レ
マ
チ
ス
の
会
、
二

O
一
二
年
四
月 ク

レ
マ
チ
ス
詩
集

所
収
)
よ
り



こ
う
し
た
文
脈
が
、

二
O
一
一
年
三
月

一
日
の
東
日
本
大
震
災

お
よ
び
そ
れ
に
伴
う
原
発
事
故
(
今
後
は
こ
れ
を
〈
震
災
〉
と
表
記
す
る
)

に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
た
。
〈
震
災
〉
か
ら
一
年
の
あ
い
だ
に
、
太
田
の

こ
の
詩
を
は
じ
め
、
和
合
亮

一
や
内
池
和
子
と
い
っ

た
福
島
県
の
詩

人
た
ち
は
次
々
に
詩
を
発
表
し
た
。
い
ま
、
「
樹
下
の
二
人
」
を
読
も

う
と
す
る
な
ら
ば
、

そ
れ
を
無
視
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
〈
震
災
〉

が
も
た
ら
し
た
変
化
は

か
つ
て
の
高
潔
で
美
し
い
恋
愛
詩
と
し
て

の
読
み
を
、

〈
震
災
〉
以
前
の
も
の
に
す
る
。

い
ま

〈
震
災
〉
以
後

に
あ
っ
て
、

そ
の
読
み
は
も
う
過
去
の
も
の
、

か
つ
て
は
た
し
か
に

そ
う
だ
つ
た
も
の
に
変
わ
る
。

〈
震
災
〉
が
も
た
ら
し
た
文
脈
の
変
化
は
、

ま
ず
こ
の
詩
に
捕
か

れ
た
風
景
を
変
質
さ
せ
た
。
そ
し
て
、
こ
の
詩
に
描
か
れ
た
「
二
人
」

を
も
変
質
さ
せ
る
。
「
あ
な
た
」

日
高
村
智
恵
子
、

「私」

H

高
村
光

太
郎
と
い
う
「
二
人
」
を
読
み
込
む
こ
と
は
、
〈
震
災
〉
以
前
の
読
み

に
過
ぎ
な
く
な
る
。

い
ま
こ
の
詩
を
読
む
と
き

こ
の
詩
は
光
太
郎

智
恵
子
の
も
の
で
は
な
く
、
よ
り
広
く
匿
名
性
を
も
っ
た
「
あ
な
た
」

と
「
私
」
に
関
す
る
も
の
に
変
容
す
る
。
そ
し
て
同
時
に
、
「
あ
な
た
」

と
「
私
」

の
表
象
す
る
人
物
像
も
変
貌
を
遂
げ
る
。

そ
の
上
で
、

v

の
詩
は
ど
う
読
め
る
の
か
。
本
論
で
は

ま
ず
い
ま
可
能
な
「
樹
下

の
二
人
」

の
ひ
と
つ
の
読
み
方
を
呈
示
す
る
。

そ
の
際
に
は
先
ほ
ど

挙
げ
た
太
田
隆
夫
の
詩
の
一
節
を
も
と
に
、
そ
の
文
脈
の
な
か
に
「樹

下
の
二
人
」
を
置
い
て
読
む
。
次
に
、
「
樹
下
の
二
人
」
も
し
く
は
そ

の
読
解
の
た
め
に
有
意
な
「
智
恵
子
抄
」
に
関
連
す
る
先
行
研
究
を

整
理
し
、
そ
れ
が
〈
震
災
〉
以
前
の
読
み
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。

そ
の
上
で
、
〈
震
災
〉
以
前
と
以
後
と
い
う
二
つ
の
文
脈
を
通
し
て
「
樹

下
の
二
人
」

の
な
に
が
変
わ
っ
た
の
か
、
な
に
が
浮
か
び
上
が
っ
て

く
る
の
か
を
考
察
す
る
。

「
二
人
」
の
変
貌
|

|
い
ま
可
能
な
「
樹
下
の
二
人
」
の
読
み
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本
章
で
は

い
ま
|
|
|
一
一

O
一
六
年
二
月
を
現
在
時
と
し
た
と
き

に
可
能
な
「
樹
下
の
二
人
」

の
読
み
方
を
考
え
る
。
読
者
の
立
つ
現

在
時
か
ら
、
前
章
で
挙
げ
た
文
脈
の
な
か
に
あ
る
詩
と
し
て

「
樹
下

の
二
人
」
を
読
む
。
太
田
隆
夫
の
詩
を
踏
ま
え
、

そ
の
中
に
あ
る
も

の
と
し
て
、

い
ま
ど
の
よ
う
な
読
み
に
な
る
の
か
。
そ
れ
は
、
太
田

の
詩
が
詠
ま
れ
た
〈
震
災
〉
直
後
の
不
安
や
感
情
を
、
現
在
時
か
ら

追
体
験
す
る
試
み
で
も
あ
る
。
留
意
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
の
は
、

こ
れ
か
ら
行
う
読
み
は
あ
く
ま
で
、
太
悶
の
詩
を
通
し
て

〈
震
災
〉



直
後
の
文
脈
へ
と
「
樹
下
の
二
人
」
を
置
き
直
し
、
太
田
の
詩
に
詠

み
込
ま
れ
た
状
況
と
突
き
合
わ
せ
る
こ
と
で

「
樹
下
の
二
人
」

の
新

た
な
読
み
を
探
ろ
う
と
す
る
試
み
で
あ
る
。

い
て

二
O
一
六
年
現
在
に
お

「
東
北
」
や
「
ふ
く
し
ま
」
と
い
う
よ
う
な
広
範
囲
を
一
絡
げ

に
し
て
語
る
言
説
が
有
効
で
あ
る
と
か
、
特
定
の
政
治
的
立
場
を
主

張
す
る
も
の
で
は
な
い
。
〈
震
災
〉
に
よ
る
不
安
や
恐
怖
、
喪
失
感
と

い
h

フ、

そ
れ
ま
で
は
抱
か
れ
な
か
っ
た
強
い
感
情
を
当
時
抱
い
た

人
々
が
い
る
。

そ
う
し
た
人
々
の
表
現
し
た
詩
の
な
か
に
「
樹
下
の

二
人
」
を
置
き
な
お
す
こ
と
で
、
こ
の
詩
は
現
在
に
ど
の
よ
う
な
も

の
を
投
げ
か
け
ら
れ
る
か
。
ど
の
よ
う
な
文
学
的
価
値
の
更
新
が
起

そ
う
し
た
聞
い
を
行
う
も
の
で
あ
る
。

こ
り
う
る
か
。

そ
の
こ
と
を
踏
ま
え
、
「
樹
下
の
二
人
」
を
冒
頭
か
ら
分
析
し
て
ゆ

く

い
ま
の
読
み
と
し
て
の
可
能
性
を
広
げ
る
べ
く
、

こ
こ
で
は
、

「
あ
な
た
」
や
「
私
」

に
作
者
の
情
報
は
適
用
し
な
い
。
こ
の
詩
に

貨
か
れ
て
い
る
匿
名
性
を
い
か
し
、
「
あ
な
た
」
も
「
私
」
も
光
太
郎

や
智
恵
子
と
は
関
連
の
な
い
も
の
と
し
て
考
え
る
。

「
み
ち
の
く
の
安
達
、
が
原
の

二
本
松
松
の
根
か
た
に
人
立

て
る
見
ゆ
」
と
い
う
歌
は
、
大
島
龍
彦
も
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
万

冒
頭
の

葉
集
の
影
響
を
感
じ
さ
せ
る
。

こ
の
歌
は
、
設
定
し
た
文
脈
に
お
い

て
は
、
次
の
よ
う
に
読
め
る
。
歌
に
描
か
れ
た
場
所
は
ま
ず
「
み
ち

の
く
」
、
す
な
わ
ち
〈
震
災
〉

の
主
な
被
災
地
で
あ
る
東
北
で
あ
る
。

広
範
囲
の

か
ら
「
安
達
が
原
の
二
本
松
」

「
み
ち
の
く
」

へ
と
ズ

l

ム
イ
ン
す
る
。
東
北
か
ら
福
島
へ
と
焦
点
が
絞
ら
れ
る
。

そ
の

松

の
根
か
た
」
、
そ
れ
か
ら
そ
こ
に
立
つ
「
人
」

へ
と
、
さ
ら
に
寄
っ
て

、i
lo

'uv

，、

f
-
ゃ
、
必

+
J
A
U
 

「
避
難
で
き
な
い
子
ど
も
た
ち
は
運
動
会
も
な
く

プ

ー
ル
で
飛
沫
も
と
ば
せ
な
い
」
と
い
う
太
閏
の
詩
の
も
た
ら
す
の
は
、

「
人
」
が

「
松
の
根
か
た
に
」
立
っ
て
い
ら
れ
た
の
は
過
去
の
こ
と

だ
と
い
う
想
起
で
あ
る
。

そ
う
し
て
「
人
」
に
注
目
さ
れ
た
あ
と
で
、
こ
の
詩
句
が
始
ま
る
。
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あ
れ
が
阿
多
多
羅
山
、

あ
の
光
る
の
が
阿
武
隈
川
。

風
景
は
再
び
ズ
ー
ム
ア
ウ
ト
し
、

遠
く
に
見
え
る
阿
多
多
羅
山
や

阿
武
隈
川
を
指
し
示
す
様
子
が
伺
え
る
。

「
人
」
、
す
な
わ
ち
こ
の
後
に
登
場
す
る
「
あ
な
た
」
と
考
え
て
良
い

こ
の
一一
一
一
面
葉
の
話
し
手
は

だ
ろ
う
。
「
あ
れ
が
阿
多
多
羅
山
」
「
あ
の
光
る
の
が
阿
武
隈
川
」
と

の
声
が
響
く

生
ま
れ
故
郷
の
地
理
を
指
さ
し
紹
介
す
る
「
あ
な
た
」



と
同
時
に
、
ご
」
ん
な
に
も
広
く
猪
苗
代
湖
を
抱
え
る
朗
ら
か
な
土
地

は
/
無
色
無
臭
な
放
射
性
物
質
の
た
め

私
た
ち
の
呼
吸
ま
で
汚
さ

れ
て
い
る
」
と
い
う
太
田
の
詩
句
が
想
起
さ
れ
る
。

か
つ
て
は
こ
う

し
て
案
内
出
来
て
い
た
阿
多
多
羅
山
も
阿
武
隈
川
も
、
も
う
「
汚
さ

れ
て
い
る
」
も
の
に
な
っ
た
と
い
う
認
識
が
読
者
に
も
た
ら
さ
れ
る
。

次
い
で
第
二
連
は
以
下
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

か
う
や
っ
て
言
葉
す
く
な
に
坐
っ
て
ゐ
る
と

う
っ
と
り
ね
む
る
や
う
な
頭
の
中
に
、

た
だ
遠
い
世
の
松
風
ば
か
り
が
薄
み
ど
り
に
吹
き
渡
り
ま
す
。

こ
の
大
き
な
冬
の
は
じ
め
の
野
山
の
中
に

あ
な
た
と
二
人
静
か
に
燃
え
て
手
を
組
ん
で
ゐ
る
よ
ろ
こ
び
を

下
を
見
て
ゐ
る
あ
の
白
い
雲
に
か
く
す
の
は
止
し
ま
せ
う
。

一
行
自
の
「
一
言
葉
す
く
な
に
坐
っ
て
」
い
る
こ
と
は
、
「
汚
さ
れ
て

い
る
」
土
地
に
あ
っ
て
は
も
う
出
来
な
い
。
す
な
わ
ち

こ
の
情
景

は
そ
の
場
所
に
「
坐
っ
て
」
い
ら
れ
た
頃
の
こ
と
に
な
る
。
「
う
っ
と

り
ね
む
る
や
う
な
頭
の
中
」

に
吹
い
て
い
る
「
遠
い
枇
の
松
風
」
と

は
、
冒
頭
の
歌
の
よ
う
な
万
葉
の
時
代
か
ら
こ
の
地
に
吹
き
続
け
て

き
た
風
で
あ
り
、

い
ま
も
吹
い
て
い
る
松
風
で
あ
る
。
が
、
太
古
か

ら
吹
き
続
け
て
き
た
松
風
は
、
同
じ
風
で
あ
り
な
が
ら
、
変
質
し
て

し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

か
つ
て
吹
い
て
い
た
清
冷
な
風
は
も
う
「
頭

の
中
」

に
吹
く
「
遠
い
世
の
風
」

で
し
か
な
く
な
り
、
現
実
に
吹
い

て
い
る
風
は
も
う
「
汚
さ
れ
て
い
る
」
(
太
田
詩
)
嵐
な
の
で
あ
る
。

最
後
の
三
行
「
こ
の
大
き
な
冬
の
は
じ
め
の
野
山
の
中
に
、
/
あ
な

た
と
二
人
静
か
に
燃
え
て
手
を
組
ん
で
ゐ
る
よ
ろ
こ
び
を
、
/
下
を

見
て
ゐ
る
あ
の
白
い
雲
に
か
く
す
の
は
止
し
ま
せ
う
。
」
と
い
う
牧
歌

的
な
情
景
は
、
「
冬
の
は
じ
め
」
の
情
景
で
あ
る
。
冬
の
終
わ
り
に
起

き
た
変
異
か
ら
振
り
返
れ
ば
、
ま
だ
そ
れ
が
失
わ
れ
る
こ
と
な
ど
予
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想
も
し
な
か
っ
た
過
去
の
情
景
と
な
る
。

の
ど
か
な
こ
の
景
色
は
も

は
や
過
去
、
〈
震
災
〉
以
前
の
風
景
で
あ
り
、
現
在
は
実
現
す
る
こ
と

の
で
き
な
い
風
景
な
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
「
あ
れ
が
阿
多
多
羅
山
」

か
ら
「
j
止
し
ま
せ
う
。
」
に
至
る
節
は
、
ま
だ
そ
う
し
た
風
景
が
現

実
の
も
の
と
し
て
か
な
え
ら
れ
た
頃
を
「
私
」
が
想
起
、
追
憶
し
て

い
る
と
い
う
読
み
方
が
で
き
る
。
「
あ
れ
が
阿
多
多
羅
山
、
」
「
あ
の
光

る
の
が
阿
武
隈
川
。
」
と
言
う
「
あ
な
た
」
の
声
は
過
去
の
声
で
あ
り
、

描
か
れ
た
風
景
は
〈
震
災
〉
以
前
の
戻
れ
な
い
風
景
で
あ
る
。
そ
こ

に
立
つ
「
私
」
に
と
っ
て
、
記
憶
の
中
に
響
く
「
あ
な
た
」
の
声
は
、



も
う
同
じ
よ
う
に
は
聞
く
こ
と
の
で
き
な
い
声
と
し
て
再
生
さ
れ
る
。

あ
な
た
は
不
思
議
な
仙
丹
を
魂
の
壷
に
く
ゆ
ら
せ
て
、

あ
あ
、
何
と
い
ふ
幽
妙
な
愛
の
海
ぞ
こ
に
人
を
誘
ふ
こ
と
か

ふ
た
り

一
緒
に
歩
い
た
十
年
の
季
節
の
展
望
は
、

た
だ
あ
な
た
の
中
に
女
人
の
無
限
を
見
せ
る
ば
か
り
。

無
限
の
境
に
畑
る
も
の
こ
そ
、

こ
ん
な
に
も
情
意
に
悩
む
私
を
清
め
て
く
れ
、

こ
ん
な
に
も
苦
渋
を
身
に
負
ふ
私
に
爽
か
な
若
さ
の
泉
を
注
い
で

く
れ
る
、

む
し
ろ
魔
も
の
の
や
う
に
捉
へ
が
た
い

妙
に
変
幻
す
る
も
の
で
す
ね
。

そ
う
し
て

「私」

の
立
つ
位
置
が
予
想
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
、
詩
は

「
あ
な
た
」
の
こ
と
を
語
り
始
め
る
。
「
言
葉
す
く
な
に
坐
一
つ
て
ゐ
る
」
、

「
う
っ
と
り
ね
む
る
や
う
」
「
二
人
静
か
に
燃
え
て
」
と
い
っ
た
、
静

的
で
穏
や
か
な
雰
囲
気
に
貫
か
れ
て
い
た
第
二
連
に
比
べ
る
と
、

気
に
動
的
で
情
熱
的
な
語
り
に
変
わ
っ
て
ゆ
く
さ
ま
が
見
て
と
れ
る
。

大
き
な
構
造
か
ら
見
て
ゆ
く
と
、
第
二
連
で
は

「
か
う
や
っ
て
」

j

「
吹
き
渡
り
ま
す
。
」
ま
で
の
三
行
と
「
こ
の
大
き
な
」

j

「
止
し
ま

せ
う
。」

ま
で
の
三
行
に
よ
っ
て
二
つ
の
文
が
形
成
さ
れ
て
い
た
。
そ

れ
に
対
し
、
こ
の
第
三
連
は
第
二
連
と
同
様
二
つ
の
文
で
構
成
さ
れ

て
い
る
が
、
そ
れ
ぞ
れ
は
「
あ
な
た
は
」

j

「
見
せ
る
ば
か
り
J

の

四
行
と

「
無
限
の
」

1
「
変
幻
す
る
も
の
で
す
ね
。
」
の
五
行
に
よ
っ

て
形
成
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
「
あ
あ
」
や
「
こ
そ
」
、
「
こ
ん
な
に
も
」

と
い
っ
た
強
意
表
現
が
多
用
さ
れ
、
感
情
が
昂
ぶ
っ
て
ゆ
く
さ
ま
が

表
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
こ
と
か
ら
、
こ
の
第
三
一
連
は

「私」

の

強
い
思
い
が
表
出
し
て
い
る
連
と
言
え
る
。
そ
の
思
い
は
、
「
あ
な
た
」

と
い
う

一
人
の
人
物
に
向
け
ら
れ
て
い
る
。
語
り
始
め
の

一
行
目
か
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ら
「
あ
な
た
」

と
い
う
存
在
は
「
不
思
議
な
仙
丹
を
魂
の
壷
に
く
ゆ

ら
せ
」

る
夢
幻
的
な
も
の
と
し
て
う
た
わ
れ
、
「
あ
あ
、
」
と
詠
嘆
を

伴
い
な
が
ら
「
何
と
い
ふ
幽
妙
な
愛
の
海
ぞ
こ
に
人
を
誘
ふ
こ
と
か
」

と
「
あ
な
た
」
に
対
す
る
思
い
は
深
め
ら
れ
て
ゆ
く
。
「
ふ
た
り

一
緒

に
歩
い
た
十
年
の
季
節
の
展
望
」
を
思
い
起
こ
せ
ば
、
「
あ
な
た
」
は

「
女
人
の
無
限
」
を
見
せ
る
も
の
へ
と
昇
華
さ
れ
る
。
そ
の

「あ
な

た
」
の
な
か
に
見
え
る
「
無
恨
の
境
に
焔
る
も
の
こ
そ
」、「
こ
ん
な

に
も
情
意
に
悩
む
私
を
清
め
て
く
れ
、
/
こ
ん
な
に
も
苦
渋
を
身
に

負
ふ
私
に
爽
か
な
若
さ
の
泉
を
注
い
で
く
れ
る
」
も
の
で
あ
り
、
「
あ
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lま

「
む
し
ろ
魔
も
の
の
や
う
に
捉
へ
が
た
い
/
妙
に
変
幻
す

る
も
の
で
す
ね
」
と
う
た
わ
れ
る
。
変
幻
し
流
動
し
な
が
ら
「
私
」

を
包
み
込
む
よ
う
な
も
の
と
し
て
、
「
あ
な
た
」
は

一
個
の
人
聞
を
超

越
し
た
存
在
と
し
て
語
ら
れ
る
。
で
は
な
ぜ
、
「
あ
な
た
」
は
そ
の
よ

う
な
大
き
な
存
在
と
し
て
語
ら
れ
る
の
か
。

そ
れ
は
前
連
ま
で
で
見
え
て
き
た
「
私
」
の
位
置
と
、
「
十
年
の
季

節
の
股
望
」
か
ら
読
む
こ
と
が
で
き
る
。
「
私
」
が
〈
震
災
〉
後
に
立

っ
て
い
る
の
な
ら
ば
、
「
十
年
の
季
節
」
の
な
か
に
〈
震
災
〉
が
あ
る

こ
と
に
な
る
。
そ
の
「
十
年
」
の
う
ち
に
、
第
二
連
で
み
た
よ
う
な
、

以
前
と
以
後
と
を
行
き
来
で
き
な
い
よ
う
な
大
き
な
断
絶
が
起
こ
さ

れ
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
断
絶
は
、
「
私
」
を
「
こ
ん
な
に
も
情
意
に

悩
」
ま
せ
、
「
こ
ん
な
に
も
苦
渋
を
身
に
負
」
わ
せ
た
。
だ
が
そ
の
断

絶
を
含
む

「十
年
」
に
は
常
に
「
あ
な
た
」
が
居
て
、
断
絶
の
以
後

に
あ
っ
て
も
「
あ
な
た
」

「私」

に
と
っ
て
大
切
な
存
在
で
あ
り

lま

続
け
て
い
る
。
も
う
戻
れ
な
い
よ
う
な
変
化
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、

「
あ
な
た
」
は
「
妙
に
変
幻
」
し
、
「
私
」

の
「
情
意
」
を
「
清
め
て

く
れ
」
、

「
苦
渋
を
身
に
負
ふ
私
に
爽
か
な
若
さ
の
泉
を
注
い
で
く
れ

る
」
。
断
絶
を
経
て
も
自
在
に
姿
を
変
え
、

「
私
」
に
と
っ
て
の
存
在

と
し
て
は
変
わ
ら
な
い

「
あ
な
た
」

そ
れ
は
ま
る
で

で
居
続
け
る
。

「
魔
も
の
の
や
う
」

の
存
在
で
あ
る
。

で
も
あ
る
、

「
無
限
」

あ
れ
が
阿
多
多
羅
山

あ
の
光
る
の
が
阿
武
隈
川
。

そ
ん
な
「
あ
な
た
」
の
言
葉
を
、
「
私
」
は
つ
ぶ
や
い
て
い
る
。
「
私
」

は
〈
震
災
〉
が
も
た
ら
し
た
「
苦
渋
」
を
、
「
あ
な
た
」
の
言
葉
に
よ

っ
て
乗
り
越
え
よ
う
と
し
て
い
る
。
こ
の
二
回
目
の

「
あ
れ
が
阿
多

多
羅
山
、
/
あ
の
光
る
の
が
阿
武
隈
川
。
」
は
、
「
私
」
の
苦
渋
の
表

出
で
あ
る
。
そ
の
苦
渋
を
「
私
」
は
「
あ
な
た
」
か
ら
貰
っ
た
言
葉
、
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す
な
わ
ち
「
あ
な
た
」
か
ら
発
せ
ら
れ
た
言
葉
と
い
う
「
私
」
の
「
魂

の
壷
」
に
く
ゆ
ら
さ
れ
た

「
不
思
議
な
仙
丹
」

に
よ
っ
て
癒
そ
う
と

し
て
い
る
。
二
度
目
の
こ
の
詩
句
は
「
私
」

の
つ
ぶ
や
く
一
言
葉
で
あ

り
、
そ
れ
は

「
あ
な
た
」
に
槌
ろ
う
と
す
る
「
私
」

の
苦
渋
の
あ
ら

わ
れ
で
あ
る
。

で
は
、

そ
の
よ
う
な
「
苦
渋
」
を
負
う
「
私
」

は
、
ど
の
よ
う
な

人
物
と
し
て
読
め
ば
よ
い
の
か
。
「
私
」
が
〈
震
災
〉
直
後
の
時
点
に

立
つ
こ
と
は
先
に
述
べ
た
。

そ
れ
で
は

そ
の

「私」

は
ど
こ
で
生

ま
れ
、

ど
の
よ
う
な
立
場
の
人
物
と
し
て
、

い
か
な
る

「
苦
渋
」
を



も
っ
て
そ
の
時
点
に
立
っ
て
い
る
の
か
。
ま
た
、
「
あ
な
た
」
と
は
ど

う
い
う
人
物
な
の
か
。
そ
の
こ
と
は
、
次
の
第
五
連
か
ら
見
え
て
く

る。
こ
こ
は
あ
な
た
の
生
れ
た
ふ
る
さ
と

あ
の
小
さ
な
白
壁
の
点
点
、
が
あ
な
た
の
う
ち
の
酒
庫
。

そ
れ
で
は
足
を
の
び
の
び
と
投
げ
出
し
て
、

こ
の
が
ら
ん
と
晴
れ
渡
っ
た
北
国
の
木
の
香
に
満
ち
た
空
気
を
吸

はャっ。

あ
な
た
そ
の
も
の
の
や
う
な
こ
の
ひ
い
や
り
と
快
い
、

す
ん
な
り
と
弾
力
あ
る
雰
囲
気
に
肌
を
洗
は
う
。

私
は
又
あ
し
た
遠
く
去
る
、

あ
の
無
頼
の
都
、
混
沌
た
る
愛
憎
の
渦
の
中
へ
、

私
の
恐
れ
る
、

し
か
も
執
着
深
い
あ
の
人
間
喜
劇
の
た
だ
中
へ
。

こ
こ
は
あ
な
た
の
生
れ
た
ふ
る
さ
と
、

こ
の
不
思
議
な
別
箇
の
肉
身
を
生
ん
だ
天
地
。

ま
だ
松
風
が
吹
い
て
ゐ
ま
す
、

も
う
一
度
こ
の
冬
の
は
じ
め
の
物
寂
し
い
パ
ノ
ラ
マ
の
地
理
を
教

へ
て
下
さ
い
。

一
行
目
、
ご
」
こ
は
あ
な
た
の
生
れ
た
ふ
る
さ
と
」
と
い
う
詩
句
に

よ
っ
て
、
第
二
連
の
風
景
と
第
三
連
の

「
あ
な
た
」

と
の
関
連
が
確

認
さ
れ
る
。
前
連
の
「
あ
れ
が
阿
多
多
羅
山
」
「
あ
の
光
る
の
が
阿
武

限
川
」
の

い
る
ご
と
こ
ま
で
の
す
べ
て
が

「
あ
れ
」
「
あ
の
」

と
い
う
遠
景
か
ら
、
「
私
」

の
立
っ
て

「
あ
な
た
の
生
れ
た
ふ
る
さ
と
」

で
あ
り
、

そ
の
広
大
さ
は
無
限
化
さ
れ
た

「
あ
な
た
」
と
重
ね
ら
れ

て
ゆ
く
。
こ
の
連
に
至
っ
て
、
第
二
連
の
も
は
や
過
去
の
も
の
に
な

っ
て
し
ま
っ
た
風
景
と
、
〈
震
災
〉
後
に
あ
っ
て
も
な
お
変
わ
ら
な
い

「
あ
な
た
」
と
が
接
続
さ
れ
て
ゆ
く
。
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そ
の
「
あ
な
た
」
と
接
続
さ
れ
た
広
大
な
「
ふ
る
さ
と
」
の
中
に
、

「
あ
な
た
の
う
ち
の
酒
庫
」
が
点
々
と
見
え
る
。
こ
こ
で
、
「
あ
な
た
」

の
生
家
が

「
酒
庫
」

で
あ
る
こ
と
を
知
る
と
き
、
読
者
は
こ
の
行
の

う
ち
に
、
「
私
」
の
言
葉
に
よ
っ
て
代
弁
さ
れ
た
「
あ
な
た
」
の
喪
失

感
情
を
知
る
こ
と
に
な
る
。
「
酒
庫
」
で
つ
く
ら
れ
る
酒
、
そ
の
原
料

と
な
る
水
は
、
阿
多
多
羅
山
に
降
り
、

そ
の
土
を
流
れ
湧
き
出
る
水

で
あ
り
、
阿
武
隈
川
を
流
れ
る
水
で
あ
る
。
そ
の
阿
多
多
羅
山
も
阿

武
隈
川
も
、
〈
震
災
〉
に
よ
っ
て
汚
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。
そ
れ
は
、
「
あ

P
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一
の
生
活
の
根
本
か
ら
の
転
覆
を
意
味
す
る
。
苦
渋
の
な
か
の



「
私
」
を
支
え
続
け
て
く
れ
る
「
あ
な
た
」
も
ま
た
、
「
私
」
と
閉
じ

よ
う
に
苦
渋
を
負
わ
さ
れ
て
い
る
。
「
あ
な
た
」
は
生
誕
地
に
居
な
が

ら
に
し
て
、
そ
の
風
景
は
変
わ
ら
な
い
は
ず
な
の
に
、
「
無
色
無
臭
な

放
射
性
物
質
の
た
め
」
(
太
附
詩
)
、

も
う
戻
れ
な
い
故
郷
と
し
て
喪

失
を
味
わ
わ
さ
れ
た
。

そ
の
こ
と
に
こ
こ
で
気
付
か
さ
れ
る
の
だ
。

こ
の
連
で
は
ま
た
、
「
私
」
が
ど
の
よ
う
な
人
物
な
の
か
が
浮
か
び

上
が
っ
て
く
る
。
「
そ
れ
で
は
1
肌
を
洗
は
う
。
」
を
読
む
た
め
に
、

先
に
七
行
宮
か
ら
九
行
自
を
読
む
。
「
私
は
又
あ
し
た
遠
く
去
る
、
/

あ
の
無
頼
の
都
、
混
沌
た
る
愛
憎
の
渦
の
中
へ
、
/
私
の
恐
れ
る
、

し
か
も
執
務
深
い
あ
の
人
間
喜
劇
の
た
だ
中
へ
」
。
こ
の
三
行
か
ら
、

「
私
」
を
次
の
よ
う
な
人
物
と
し
て
読
む
こ
と
は
出
来
な
い
か
。
す

な
わ
ち
、
「
私
」

〈
震
災
〉

で
故
郷
を
お
わ
れ
、
「
都
」

で
の
避
難

lま

生
活
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
。
だ
が
、
意
図
せ
ず
故
郷
を
お
わ
れ
た
「
私
」

に
と
っ
て

そ
こ
は

「
無
頼
の
都
」

で
し
か
な
か
っ
た
。
私
は
故
郷

へ
帰
り
た
い
が
、
も
は
や
そ
の
場
所
へ
は
帰
れ
な
い
。
そ
こ
で
今
(
こ

の
詩
の
な
か
の
現
時
点
)
は
、
「
あ
な
た
」
の
生
ま
れ
故
郷
で
あ
り
か

っ
て
「
あ
な
た
」
と
過
ご
し
た
こ
と
も
あ
る
二
本
松
に
や
っ
て
き
た
。

そ
こ
で
か
つ
て
と
同
じ
よ
う
に
パ
ノ
ラ
マ
の
風
景
を
見
た
が
、

そ
れ

に
よ
っ
て
か
つ
て
の
風
景
が
も
う
戻
れ
な
い
以
前
の
風
景
で
あ
る
と

思
い
知
ら
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

こ
う
し
た
人
物
と
し
て

「
私
」
を
読
む
と
き
、
「
そ
れ
で
は
足
を

の
び
の
び
と
投
げ
出
し
て
、
/
こ
の
が
ら
ん
と
晴
れ
渡
っ
た
北
国
の

木
の
香
に
満
ち
た
空
気
を
吸
は
う
。
/
あ
な
た
そ
の
も
の
の
や
う
な

こ
の
ひ
い
や
り
と
快
い
、
/
す
ん
な
り
と
弾
力
あ
る
雰
閤
気
に
肌
を

洗
は
う
。
一

と
い
う
詩
句
は
、

そ
の
表
現
さ
れ
た
滑
冷
さ
と
は
異
な

る
綴
相
を
呈
す
る
。
第
二
連
で
見
た
ご
と
く
、
故
郷
を
お
わ
れ
た

手ム

「
あ
な
た
」

の
存
在
に
よ
っ
て
苦
渋
を
乗
り
越
え
よ
う
と

は

し
た
。

「私」

は
、
帰
る
こ
と
の
で
き
な
い
生
ま
れ
故
郷
の
か
わ
り

「
あ
な
た
」
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の
い
る
こ
の
地
の
空
気
を
吸
お
う
と
し
た
。
「
あ
な

た
そ
の
も
の
の
や
う
な
」
こ
の
空
気
を
吸
っ
て

そ
の
な
か
に
「
肌

を
洗
」
う
こ
と
で
、
そ
の
空
気
に
故
郷
を
感
じ
よ
う
と
し
た
。
だ
が
、

そ
の
阿
多
多
緑
山
の
空
で
さ
え
も
、
「
無
色
無
臭
な
放
射
性
物
質
の

た
め

私
た
ち
の
呼
吸
ま
で
汚
さ
れ
て
い
る
」
(
太
田
詩
)
。
も
は
や

〈
震
災
〉
以
前
の
よ
う
に

の
び
の
び
と
空
気
を
吸
う
こ
と
も
肌
を

洗
う
こ
と
も
で
き
な
い
。
そ
ん
な
喪
失
を
抱
え
て

「
私
は
又
あ
し

た
遠
く
去
る
」

し
か
な
い
の
だ
。

こ
こ
は
あ
な
た
の
生
れ
た
ふ
る
さ
と



こ
の
不
思
議
な
別
箇
の
肉
身
を
生
ん
だ
天
地
。

「私」

「
こ
ん
な
に
も
情
意
に
悩
」

み

〈
震
災
〉

は

に
よ
っ
て

「
こ
ん
な
に
も
苦
渋
を
身
に
負
ふ
」
。

「
私
」
を

〈
震
災
〉

は
ま
た
、

回
復
し
て
く
れ
る
夢
幻
の
よ
う
な
存
在
だ
っ
た
「
あ
な
た
」
さ
え
合

か
し
た
。
苦
渋
の
「
私
」
と
は
「
別
箇
の
肉
身
」
で
あ
る
「
あ
な
た
」

を
生
ん
だ
天
地
も
、
汚
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。

lま

「私」

〈
震
災
〉

故
郷
を
奪
っ
た
だ
け
で
な
く
、
故
郷
に
残
っ
て
生
活
す
る
「
あ
な
た
」

ま
で
も
、

「
あ
な
た
の
生
れ
た
ふ
る
さ
と
」
ま
で
も
奪
っ
て

そ
し
て

ゆ
く
。
そ
う
し
て
連
を
追
う
ご
と
に
次
第
に
募
っ
て
ゆ
く

「私」

喪
失
感
情
を
、
読
む
こ
と
は
で
き
な
い
か
。
詩
の
終
末
部
に
至
っ
て
、

そ
の
様
相
は
さ
ら
に
濃
く
な
っ
て
ゆ
く
。

ま
だ
松
風
が
吹
い
て
ゐ
ま
す
、

も
う

一
度
こ
の
冬
の
は
じ
め
の
物
寂
し
い
パ
ノ
ラ
マ
の
地
理
を
教

へ
て
下
さ
い
。

手ム

「
ま
だ
松
風
が
吹
い
て
」

い
る
。
そ
れ

の
目
の
前
に
は

は

閏
ノ u

か
つ
て
と
変
わ
ら
な
い
風
と
し
て
、

「
ま
だ
」
吹
い
て
い

る
は
ず
の
風
で
あ
る
。
阿
多
多
羅
山
の
空
も
、

か
つ
て
と
同
じ
空
に

見
え
る
。
だ
が
そ
れ
は
、

「
無
色
無
臭
な
放
射
性
物
質
の
た
め

手込

た
ち
の
呼
吸
ま
で
汚
さ
れ
て
い
る
」
(
太
田
詩
)
。
こ
の
冬
が
始
ま
つ

た
と
き
に
は
、

そ
れ
が
失
わ
れ
る
な
ど
と
は
思
っ
て
も
い
な
か
っ
た

の
に
、
も
う
「
こ
の
冬
の
は
じ
め
」
に
は
戻
れ
な
い
。
第
二
連
と
同

様
の
想
起
が
、

「
私
」
や
「
あ
な
た
」

の
苦
渋
を
諮
る
こ
こ
ま
で
の

の

詩
を
経
て
、

の
教
え
案
内

よ
り
重
さ
を
伴
っ
て
迫
る
。
「
あ
な
た
」

す
る
故
郷
の
風
景
は
、
思
い
起
こ
せ
ば
起
こ
す
ほ
ど

い
ま
は
も
う

戻
れ
な
い
風
景
と
し
て
、
過
去
の
も
の
と
し
て
遠
の
い
て
ゆ
く
。

の

「
あ
な
た
」
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の
言
葉
に
う
た
わ
れ
た
阿
多
多
羅
山
の
空
や
阿
武
隈

川
の
水
さ
え
、
も
は
や
汚
さ
れ
て
い
る
。

そ
の
故
郷
そ
の
も
の
で
あ

る

「
あ
な
た
」
さ
え
も
、

は
汚
し
去
っ
て
い
っ
た
。
そ
の

〈
震
災
〉

こ
と
で
、

「
あ
な
た
」
が

「
私
」
に
く
れ
た
言
葉
は
、
「
私
」
が
唱
え

れ
ば
唱
え
る
ほ
ど
、
そ
の
風
景
が
も
う
帰
る
こ
と
の
で
き
な
い
過
去
、

〈
震
災
〉

で
失
わ
れ
て
し
ま
っ
た
以
前
の
風
景
で
あ
る
こ
と
を
想
起

さ
せ
て
し
ま
う
言
葉
に
変
わ
る
。
そ
の
言
葉
が
繰
り
返
さ
れ
る
ほ
ど
、

「私」

の
喪
失
感
情
は
高
ま
り
、

言
葉
は

「
私
」
に
苦
渋
を
募
ら
せ

て
ゆ
く
。

阿
多
多
羅
山
の
上
の
ほ
ん
と
の
空
を
、

阿
武
隈
川
を
、
あ

の
松
風
を
、

「
あ
な
た
」

「私」

の
ふ
る
さ
と
を
、

の
ふ
る
さ
と
を
、



返
し
て
く
だ
さ
い
。
そ
の
よ
う
な
感
情
が
行
を
追
う
に
つ
れ
次
第
に

明
ら
か
に
な
る
。

「
も
う
い
ち
ど
」

「
こ
の
冬
の
は
じ
め
の
」
、

の
寂
し
い
パ
ノ
ラ
マ
の
地
理
を
教
え
て
下
さ
い
」
。
「
あ
れ
が
阿
多
多

羅
山
/
あ
の
光
る
の
が
阿
武
隈
川
」
と
、
教
え
て
も
ら
え
る
日
々
を
、

返
し
て
く
だ
さ
い
。

そ
の
よ
う
に

「
私
」
を
回
復
さ
せ
る
は
ず
の

「
あ
な
た
」
の
言
葉
さ
え
も
汚
さ
れ
、
思
い
起
こ
さ
れ
繰
り
返
す

「あ

戸
且
小

F

-

一

，

y
ナ
/
」

の
言
葉
は
、
想
起
す
れ
ば
想
起
す
る
ほ
ど
喪
失
を
実
感
さ
せ

る
呪
誼
の
言
葉
に
変
わ
っ
て
ゆ
く
。

あ
れ
が
阿
多
多
羅
山、

あ
の
光
る
の
が
阿
武
隈
川
。

二
度
目
の
こ
の
句
に
よ
っ
て
、
最
後
に
呪
誼
を
唱
え
た
ま
ま
、
詩

は
閉
じ
ら
れ
る
。

「
樹
下
の
二
人
」

こ
う
し
た
「
私
」

の
呪
誼
に
至
る
苦
渋
の

斗
J

阜、

詩
と
し
て
、
こ
の
文
脈
に
お
い
て
は
読
む
こ
と
が
出
来
る
。
そ
れ
は
、

〈
震
災
〉

以
前
の
明
る
い
恋
愛
詩
と
し
て
の
読
み
と
は
、
全
く
異
な

る
も
の
に
な
っ
て
い
る
。

〈
震
災
〉

以
前
の
読
み
と
比
較
す
る
と
き

「
私
」
と
「
あ
な
た
」
と
い
う
人
物
に
つ
い
て
も
変
貌
し
て
い
る
。

と
く
に
「
私
」

の
人
物
像
に
つ
い
て
は
ま
っ
た
く
異
な
る
と
い
っ
て

も

よ
い
。
さ
ら
に
こ
の
詩
は
、
「
私
」

H
光
太
郎
、
「
あ
な
た
」

リ
智
恵

子
と
し
て
読
ま
れ
て
い
た
と
き
と
は
、
拙
か
れ
た
主
題
そ
れ
自
体
の

質
も
変
化
し
て
い
る
。
そ
れ
が
い
か
な
る
変
容
で
あ
る
の
か
は
、
第

三
章
で
考
察
す
る
こ
と
に
す
る
。
そ
の
前
に
〈
震
災
〉

以
前
の
読
み

を
総
覧
し
、

こ
の
詩
が
か
つ
て
ど
う
い
う
も
の
と
し
て
読
ま
れ
て
い

た
の
か
を
整
理
し
た
い
。

〈
震
災
〉
以
前
の
読
み
の
整
理

前
章
で
は
、
〈
震
災
〉
以
後
の
い
ま
の
読
み
と
し
て
、
ど
の
よ
う
な
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読
み
が
可
能
に
な
る
か
を
検
討
し
た
。
続
い
て
は
、
過
去
に
行
わ
れ

て
き
た
「
樹
下
の

二
人
」
の
読
み
を
整
理
し
、
そ
の
上
で
も
う
一
度
、

前
章
の
よ
う
な
読
み
に
よ
っ
て

「樹
下
の
二
人
」

は
ど
の
よ
う
な
新

し
い
文
学
的
価
値
を
呈
示
す
る
の
か
考
察
す
る
。

「
樹
下
の
二
人
」

お
よ
び
そ
の
読
解
に
関
連
す
る
先
行
研
究
と
し

て
は
、
多
く
の
論
が
存
在
す
る
。

そ
れ
ら
を
術
眼
的
に
整
理
し
て
ゆ

く
と
、
お
お
む
ね
次
の
よ
う
な
流
れ
に
な
っ
て
い
る
と
言
え
そ
う
だ
。

ま
ず
は
高
村
光
太
郎
の
視
点
か
ら
こ
の
詩
を
読
み
解
く
も
の
。
光
太



郎
の
智
恵
子
に
対
す
る
思
い
や
、
詩
句
の
あ
か
る
い
雰
囲
気
を
賛
同

的
に
評
価
し
て
い
る
。

そ
う
し
た
論
調
は
次
第
に
光
太
郎
の
視
線
へ

の
疑
念
か
ら
、
光
太
郎
へ
の
批
判
的
視
線
に
変
わ
る
。
こ
こ
ま
で
が

お
お
よ
そ

一
九
八

0
年
代
に
入
る
ま
で
の
評
価
と
い
え
る
。

九
八

0
年
代
に
入
る
と
、
智
恵
子
の
側
か
ら
も
う
ひ
と
つ
の
読
み
が
提
示

さ
れ
る
。

そ
れ
ま
で
の

フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
的
視
点
を
駆
使
し
な
が
ら

光
太
郎
中
心
の
読
み
に
対
す
る
も
う
ひ
と
つ
の
読
み
が
開
拓
さ
れ
て

ゆ
く
。
そ
う
し
た
潮
流
を
経
て
、
光
太
郎
智
恵
子
両
者
の
視
点
を
得

た
こ
と
に
よ
り
、
あ
ら
た
め
て
ニ
ュ
ー
ト
ラ
ル
な
読
み
の
試
み
が
行

わ
れ
る
。
そ
れ
が

一
九
九

0
年
代
ま
で
で
あ
る
。
二

0
0
0年
代
に

入
る
と
、

そ
こ
ま
で
の
読
み
を
総
覧
し
つ
つ
、
あ
ら
た
め
て
読
み
を

行
っ
た
り

ひ
と
つ
の
テ

1
7
に
焦
点
を
絞
っ
て
読
み
な
お
し
た
り

と
い
っ
た
作
業
が
行
わ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

こ
れ
ま
で
の
研
究
で
は
、
光
太
郎
と
智
恵
子
の
情
報
を
も
と
に
、

こ
の
詩
は
二
人
の
関
係
性
を
読
み
と
く
も
の
と
し
て
よ
く
読
ま
れ
て

き
た
。
恋
愛
詩
と
し
て
、

ま
た
光
太
郎
と
智
恵
子
と
い
う
こ
人
の
個

こ
の
詩
は
批
評
さ

人
の
関
係
の
力
学
を
解
き
明
か
す
も
の
と
し
て
、

れ
て
き
た
。
ま
ず
は
、
そ
れ
を
詳
し
く
整
理
し
て
ゆ
く
。

伊
藤
信
吉
は
『
高
村
光
太
郎
研
究
』
の
な
か
で
、
「
樹
下
の

二
人」

に
つ
い
て
弓
智
恵
子
抄
』
の
中
で
も
あ
か
る
い
詩
の
ひ
と
つ
で
あ
る
」

と
し
た
上
で
、
各
詩
行
を
分
析
し
な
が
ら
「
愛
の
情
意
と
感
慨
が
ヤ

の
詩
の
全
篇
を
な
が
れ
、
作
品
の
肌
に
温
か
み
を
あ
た
え
て
い
る
。

作
者
は
智
恵
子
夫
人
の
う
ま
れ
た
土
地
の
自
然
に
む
か
え
入
れ
ら
れ
、

吹
き
わ
た
る
風
に
そ
の
情
意
を
洗
わ
れ
る
よ
ろ
こ
び
を
素
直
に
歌
つ

て
い
る
」
(
以
上
前
掲
書
三
八
二

1
三
八
三
頁
)
と
い
う
。
そ
し
て
「

ヤ

」

の
詩
は
二
人
の
全
生
活
の
象
徴
で
あ
り
、
愛
の
全
歴
史
を
集
約
す
る

も
の
で
あ
っ
た
」
(
三
O
九
頁
)
と
す
る
。
こ
れ
は
光
太
郎
の
視
点
に

立
っ
て
、
恋
愛
詩
と
し
て
の
評
価
を
し
て
い
る
読
み
だ
と
い
え
よ
う
。

こ
う
し
た
流
れ
を
受
け
継
ぎ
、
井
田
康
子
は
「
『
樹
下
の

二
人
』
の
詩

リ
フ
レ
イ
ン
が
効
果
的
と
し
な
が
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の
姿
」

で
詩
の
構
成
に
着
目
し
、

ら
そ
れ
は

「
高
村
光
太
郎
の
詩
情
の
深
さ
、
感
動
の
強
さ
、
美
し
さ

の
た
め
」
と
い
い
、
「
パ
ノ
ラ
マ
風
な
展
望
が
、
リ
プ
レ
イ
ン
に
よ
っ

て
鮮
や
か
に
う
ち
出
さ
れ
、
こ
の
詩
を
大
き
く
包
み
、
大
自
然
が
叙

情
に
よ
っ
て
生
か
さ
れ
、
美
し
い
叙
情
が
大
自
然
の
背
景
に
よ
っ
て

生
か
さ
れ
て
い
る
。
高
村
光
太
郎

一
個
人
の
夫
人
讃
歌
に
大
き
な
ス

ケ
ー
ル
が
も
た
ら
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
こ
の
詩
の
姿
は
、

彫
刻
性
が
あ
り
、
音
楽
性
が
あ
り
、
高
村
光
太
郎
の
詩
の
姿
と
し
て

は
、
光
太
郎
の
考
え
を
十
分
に
あ
ら
わ
し
て
い
る
と
思
う
。
」
(
以
上



二
九
二
j
三
九
三
頁
)
と
述
べ
て
い
る
。

こ
う
し
た
詩
の
叙
情
性
に
つ
い
て
の
評
価
が
さ
れ
る

一
方
、
吉
本

隆
明
が

「
『
智
恵
子
抄
』
に
あ
ら
わ
さ
れ
た
二
人
の
生
活
は
(
中
略
)

高
村
の
一
人
角
力
と
し
か
お
も
え
な
い
の
で
あ
る
。
」
(
七
五
頁
)
と
言

っ
た
の
を
は
じ
め
、
ハ
刀
銅
惇
作
も
「
夫
婦
問
の
充
溢
し
て
ゆ
と
り
の

あ
る
愛
情
の
深
さ
が
、
豊
穣
で
幽
妙
な
相
聞
の
世
界
を
つ
く
り
あ
げ
、

そ
れ
を
歌
う
に
ふ
さ
わ
し
い
弾
力
の
あ
る
ス
タ
イ
ル
と
リ
ズ
ム
を
生

み
出
し
て
い
る
」
と
は
し
な
が
ら
も
、
「
愛
を
信
仰
の
次
元
に
高
め
て

典
型
化
す
る
試
み
で
は

ひ
と
り
芝
居
を
演
じ
て
力
み
す
ぎ
て
い
る

嫌
い
が
あ
る
。
」
と
こ
れ
を
支
持
す
る
よ
う
な
論
を
展
開
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
光
太
郎
の
視
点
か
ら
詩
は
分
析
さ
れ
な
が
ら
、
そ

の
論
調
は
光
太
郎
へ
の
賛
同
か
ら
批
判
へ
と
次
第
に
変
化
し
て
い
つ

た
。
そ
う
し
た
流
れ
の
中
か
ら
、

フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
の
論
客
た
ち
に
よ

つ
で
も
う
ひ
と
つ
の
『
智
恵
子
抄
』
と
し
て
の
読
み
が
提
示
さ
れ
る
。

そ
れ
は
光
太
郎
視
点
で
の
読
み
か
ら
、
智
恵
子
視
点
か
ら
の
読
み
へ

の
転
換
で
あ
る
。
郷
原
宏
は
著
書
の
第
一
九
章
「
あ
ど
け
な
く
な
い

話
」
の
な
か
で
、

「樹
下
の

二
人
」
の
第
五
連
を
分
析
し
な
が
ら
、

「
こ

こ
で
印
象
的
な
の
は
、

こ
れ
が
夫
婦
の
対
話
を
主
題
に
し
て
い
る
よ

う
に
み
え
な
が
ら
、

じ
つ
は
夫
の
側
の
一
方
的
な
独
自
に
終
始
し
て

い
る
こ
と
で
あ
る
。

い
い
か
え
れ
ば
、
光
太
郎
は
こ
こ
で
す
べ
て
を

名
づ
け
、
す
べ
て
を
支
配
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
」
と
い
い
、
ま
た
ご

見
や
さ
し
い
呼
び
か
け
に
み
え
て
、

じ
つ
は
命
令
で
あ
り
、
強
制
で

あ
る
。
少
な
く
と
も
女
は
意
志
の
な
い
も
の
の
ご
と
く
に
扱
わ
れ
て

い
る
。

と
に
か
く
男
に
は
帰
っ
て
い
く
場
所
が
あ
る
が
、
女

(
中
略
)

に
は
そ
の
男
の
背
中
の
ほ
か
に
拠
る
べ
き
場
所
が
な
い

:
・
。
こ
の

詩
が
陰
画
と
し
て
映
し
出
し
て
み
せ
る
の
は

そ
ん
な
不
安
定
な

あ
る
意
味
で
は
き
わ
め
て
あ
り
ふ
れ
た
夫
婦
の
関
係
で
あ
る
」
(
一
九

七
j

一
九
八
頁
)
と
指
摘
す
る
。
こ
う
し
て
光
太
郎
と
智
恵
子
の
聞
の

力
学
関
係
、
が
示
唆
さ
れ
た
あ
と
で
、
そ
の
力
学
を
逆
転
さ
せ
て
み
せ

た
の
が
黒
海
亜
里
子
で
あ
る
。
黒
海
は
ま
ず
、
光
太
郎
と
の
結
婚
生
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活
を
進
め
て
ゆ
く
な
か
で

一
種
の

H

精
霊
H

化
の
過

「
智
恵
子
の
、

程
は
、
光
太
郎
の
側
か
、ら
だ
け
で
な
く
、
智
恵
子
の
側
か
ら
も
ま
た

進
ん
で
選
び
と
ら
れ
つ
つ
あ
っ
た
」

み

:
、
、
、

t
s
，、
'
υ
w
B
UM-

そ
れ
に
つ
い
て

ず
か
ら
が
生
き
の
び
る
た
め
の
窮
余
の

一
策
と
い
っ
た
側
面
を
も
っ

も
の
で
も
あ
っ
た
が
、
智
恵
子
に
と
っ
て
『
芸
術
』

へ
の
渇
望
が
木

質
的
な
自
己
拡
充
の
要
求
と
骨
が
ら
み
の
も
の
で
あ
っ
た
だ
け
に

こ
う
し
た
選
択
は
よ
り
深
い
抑
圧
の
構
造
化
と
し
て
働
か
ざ
る
を
得

な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
」
(
以
上
一
五

0
1
一
五
一
頁
)
と
指
摘
す
る
。



そ
し
て
光
太
郎
の
詩
「
僕
等
」

の
一
節
を
引
用
し
な
が
ら
、
そ
の
生

活
で
光
太
郎
は
智
恵
子
に
対
し
て
「
『
開
路
者
』
と
し
て
の
自
信
に
満

ち
た
姿
勢
を
誇
示
し
て
い
た
」
の
が
、
「
樹
下
の
二
人
」
に
お
い
て
は

第
三
連
で
智
恵
子
に
驚
き
を
感
じ
、
「
こ
こ
に
見
ら
れ
る
の
は
、
一
種

の
奇
妙
な
力
学
関
係
の
逆
転
で
あ
る
」
と
い
う
。
「
こ
こ
に
は
、
『
開

路
者
』
と
し
て
の
光
太
郎
が
そ
の
先
導
力
を
失
っ
て
、

H

精
霊
H

と

し
て
の
智
恵
子
の
狂
い
始
め
た
羅
針
盤
の
ほ
う
に
逆
に
吸
い
寄
せ
ら

れ
て
ゆ
く

そ
し
て
、
事
実
こ
の

と
い
う
構
図
が
生
ま
れ
て
い
る
。

時
、
智
恵
子
は
紛
れ
も
無
く
光
太
郎
を
誘
っ
て
い
た
の
で
あ
る
」
(
以

上
一
九
一
頁
)
と
指
摘
す
る
。
ま
た
田
下
敬
子
も
、
光
太
郎
の
「
樹
下

「
病
問
雑
記
」
を
対
置
さ
せ
な
が
ら
、
智
恵

子
の
独
自
調
と
い
う
独
自
の
手
法
で
「
樹
下
の
二
人
」
に
至
る
智
恵

の
二
人
」

と
智
恵
子
の

子
を
分
析
し
た
。
「
あ
れ
ほ
ど
違
和
を
感
じ
て
い
た
光
太
郎
と
の
潜
は
、

私
が
虚
構
の
純
潔
性
を
リ
ー
ド
し
始
め
る
中
で
、
何
な
く
越
え
る
事

が
で
き
た
。
私
は
自
分
の
な
ま
の
声
を
す
べ
て
無
視
し
、
自
分
の
放

縦
性
や
異
常
性
を
全
一
面
に
出
し
て
生
き
て
ゆ
け
ば
よ
か
っ
た
。
(
中

略
)
自
分
達
の
関
係
を
純
潔
な
も
の
に
し
、
妥
協
を
許
さ
な
い
厳
し

さ
と
し
て
緊
張
さ
せ
て
い
っ
た
J
「
私
の
苦
し
さ
は
誰
も
知
ら
な
い
。

し
か
し
私
は
、

そ
の
緊
張
し
た
日
常
性
に
耐
え
る
た
め
、

更
に
更
に

自
分
の
ナ
ル
シ
ズ
ム
を
増
幅
さ
せ
、
あ
た
か
も

一
人
の
選
ば
れ
た
女
、

今
ま
で
の
ど
の
女
も
及
ば
な
い
自
立
し
た
女
と
し
て
自
己
暗
示
を
か

け
、
そ
れ
に
陶
酔
す
る
事
に
よ
り
自
分
を
保
っ
て
い
た
。
」
(
以
上

一

O
四

1
一
O
五
頁
)
そ
う
し
て

「
病
問
雑
記
」
を
引
用
し

「
そ
こ
に

は
妖
し
い
死
臭
さ
え
漂
っ
て
い
る
。
こ
れ
を
書
い
て
い
る
私
は
も
は

や
人
間
で
は
な
か
っ
た
。

し
か
し
私
の
書
い
た
こ
の
文
が
大
正

一二

年
一
月
に
雑
誌
『
女
性
』
に
他
四
編
と
共
に
掲
載
さ
れ
る
と
、

そ
れ

に
応
え
る
よ
う
に
、
光
太
郎
は
司
樹
下
の
二
人
』
と
い
う
詩
を
書
い

た
。
そ
れ
は
ま
さ
に
、
大
正
八
、

九
年
の
、
グ
エ
ル
ハ

l
ラ
ン
か
ら
始

ま
り
、
以
来
私
と
光
太
郎
と
二
人
し
て
作
り
あ
げ
て
き
た
愛
の
虚
構
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の
一
つ
の
完
成
境
で
あ
っ
た
。

そ
の
事
は
、
私
に
と
っ
て

人
間
ら

し
い
な
ま
な
ま
し
い
感
性
が
い
ま
ま
さ
に
、

死
に
瀕
し
て
い
る
事
を

意
味
し
て
い
た
。
」

(
一
O
五
1
一
O
六
頁
)
と
ま
と
め
て
い
る
。
二
人

の
愛
の
生
活
は
皮
構
に
す
ぎ
ず
、

そ
の
虚
構
の
生
活
を
リ
ー
ド
す
る

た
め
に
智
恵
子
は
自
ら
の
人
間
性
を
死
に
至
ら
し
め
て
ゆ
く
。「
樹
下

の
二
人」

の
第
二
連
の
詩
句
は

そ
の
あ
ら
わ
れ
と
し
て
読
ま
れ
て

い
る
。こ

の
よ
う
に
し
て
、
光
太
郎
・
智
恵
子
両
者
の
側
か
ら
読
ま
れ
る

こ
と
に
よ
り
、
「
樹
下
の

二
人
」
は
対
照
的
な
ふ
た
つ
の
姿
を
み
せ
る



よ
う
に
な
っ
た
。
両
者
の
視
点
が
出
揃
っ
た
こ
と
に
よ
り
、

そ
の
後

の
読
み
は
両
者
の
視
点
を
参
照
し
な
が
ら
、
新
た
な
視
点
を
取
り
入

れ
て
行
わ
れ
て
ゆ
く
こ
と
に
な
る
。
上
杉
省
和
は

「病
問
雑
記
」

智
恵
子
の
状
況
を
踏
ま
え
た
上
で
、
「
樹
下
の

二
人
」
冒
頭
の
歌
に
鬼

婆
の
登
場
す
る
二
本
松
の
黒
塚
伝
説
と
の
関
連
性
を
見
出
し
、
次
の

よ
う
に
書
く
。「
そ
こ
に
は

〈黒
塚
伝
説
〉
の
暗
い
イ
メ
ー
ジ
が
纏
わ

り
付
い
て
い
る
こ
と
を
、
無
視
す
る
わ
け
に
は
い
き
ま
せ
ん
。
さ
り

げ
な
く
置
か
れ
た
冒
頭
の
歌
は
、

明
ら
か
に
は
語
る
こ
と
の
で
き
な

い
智
恵
子
の
も
う

一
つ
の
顔
を

そ
れ
と
な
く
暗
示
す
る
た
め
の
仕

掛
け
で
あ
っ
た
、
(
中
略
)
そ
う
思
え
て
な
り
ま
せ
ん
」
と
い
う
。
そ

し
て
、
光
太
郎
は

「智
恵
子
の
『
異
常
』
は
充
分
認
識
し
て
い
た
は

ず
で
す
。
」
(
以
上

一
O
二
頁
)
と
い
う
。
光
太
郎
の

ご
人
角
力
」
な

た
し
か
に
智
恵
子
に
視
線
は
向
い
て
い
た
と
す
る
主

張
と
受
け
取

っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
他
に
も
安
藤
靖
彦
は
詩
の
風
景
描

の
で
は
な
く
、

写
に
つ
い
て
分
析
し
、
「
光
太
郎
は
智
恵
子
の
故
郷
を
そ
の
肉
身
な
し

に
語
れ
な
い
の
で
あ
る
。
(
中
略
)
彼
は
智
恵
子
に
と
っ
て
の
故
郷
と

い
う
〈
場
〉
を
掬
い
得
て
い
な
い
。
彼
に
と
っ
て
二
本
松
は
智
恵
子

の
健
康
恢
復
の
た
め
の
、
機
能
的
な
〈
場
〉

に
し
か
な
ら
な
い
。
光

太
郎
に
と
っ
て
、
智
恵
子
の
肉
身
性
・
生
理
性
が
重
要
で
あ
り
、

の
限
り
で
の

二
本
松
で
あ
っ
た
。
(
中
略
)
光
太
郎
は
智
恵
子
の
思
い

と
は
裏
は
ら
に

〈故
郷
〉

の
持
つ
肉
体
性
を
理
解
で
き
な
か

そ
の

の

っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
彼
は
都
会
人
で
あ
り
、

田
舎
の
風

景
に
対
し
て
は
遠
望
者
の
境
域
に
止
ま
っ
て
い
た
」
(
一
六
五
1
一
六

六
頁
)
と
指
摘
す
る
。

こ
こ
で
述
べ
ら
れ
て
い
る

〈
故
郷
〉

と
い
・
つ

テ
1
7
に
つ
い
て
は
本
論
と
も
重
な
る
部
分
が
あ
る
。
そ
れ
に
つ
い

て
は
追
っ
て
考
察
し
た
い
。

こ
こ
ま
で
見
た
よ
う
に
、
智
恵
子
と
光
太
郎
両
者
の
視
点
か
ら
の

読
み
が
提
示
さ
れ
て
以
降
は
、
評
価
す
る
も
の
と
批
判
す
る
も
の
が

さ
ま
ざ
ま
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
湯
原
か

の
子
は
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「死
を
か
い
ま
見
る
こ
と
に
よ
っ
て
あ
る
極
点
ま
で
感
受
性

が
先
鋭
化
し
た
智
恵
子
に
、
光
太
郎
は
幻
惑
さ
れ
、
不
思
議
な
生
き

物
を
眺
め
る
よ
う
に
見
入
っ
て
い
る
」
(
一
六
二
頁
)
と
黒
潮
俸
の
論
を

支
持
し
て
い
る
。
大
島
裕
子
は
智
恵
子
の
生
活
状
況
を
整
理
し

父

に
続
い
て
、
妹
ま
で
も
亡
く
し
て
し
ま
っ
た
智
恵
子
の
心
中
を
察
す

れ
ば
、
『
あ
れ
が
阿
多
多
羅
山
、
/
あ
の
光
る
の
が
阿
武
隈
川
。
』
と

い
う
リ
フ
レ
イ
ン
も
、
ど
こ
と
な
く
切
な
さ
を
帯
び
て
く
る
。
詩
『
樹

下
の

二
人
』
に
は
、

こ
の
時
の
思
い
も
込
め
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な

そ

い
だ
ろ
う
か
。
(
中
略
)
哀
し
み
を
越
え
て
共
に
二
人
で
あ
る
こ
と
を



喜
び
、
女
性
の
神
秘
や
力
強
さ
を
、
妻
の
故
郷
の
山
何
に
重
ね
合
わ

せ
て
讃
美
し
て
い
る
の
で
あ
る
」
(
一
四

一
頁
)
と
、
詩
の
中
に
光
太

郎
か
ら
智
恵
子
へ
の
視
線
が
あ
る
こ
と
を
指
橋
す
る
。
大
島
龍
彦
は

冒
頭
の
和
歌
と
万
葉
集
の
関
連
性
を
分
析
し
な
が
ら
、
「
安
達
ケ
原
か

ら
見
え
る
パ
ノ
ラ
マ
に
詩
を
発
見
し
た
光
太
郎
の
妻
智
恵
子
へ
の
相

聞
歌
と
言
え
よ
う
」
と
結
論
づ
け
て
い
る
。
土
佐
朋
子
も
自
国
頭
の
歌

を
は
じ
め
と
し
て
分
析
を
行
い
、
「
仙
境
」
や
「
仙
女
」
の
イ
メ
ー
ジ

を
詩
に
重
ね
な
が
ら
、
「
西
洋
を
理
想
郷
と
し
、
西
洋
の
女
性
に
理
想

の
美
を
見
い
だ
し
て
き
た
光
太
郎
は
、
は
じ
め
て
二
本
松
と
い
う
東

洋
に
お
け
る
理
想
郷
を
発
見
し
、

そ
の

二
本
松
が
生
み
出
し
た
東
洋

的
な
女
性
と
し
て
の
智
恵
子
に
理
想
の
美
を
見
い
だ
し
た
の
で
あ

る
」
と
言
う
。

〈震
災
〉
以
後
に
お
け
る
「
樹
下
の
ニ
人
」
の
変
貌
と
主
題

以
上
、
が

「
樹
下
の
二
人
」
に
関
連
す
る
先
人
た
ち
の
読
み
の
概
観

で
あ
る
。
こ
れ
ら
を
み
る
と
、
や
は
り
そ
の
分
析
と
し
て
は
光
太
郎

と
智
恵
子
と
い
う
こ
人
の
生
活
や
思
想
か
ら
心
情
や
関
係
性
を
読
み

と
こ
う
と
す
る
も
の
が
主
だ
っ
て
い
る
。
本
論
第
二
章
で
分
析
し
た

よ
う
な
、
「
私
」
や
「
あ
な
た
」
を
光
太
郎
や
智
恵
子
か
ら
切
り
離
し

て
読
も
う
と
す
る
研
究
は
見
当
た
ら
な
い
。
だ
が
、

い
ま
「
は
じ
め

に
」
で
み
た
よ
う
な
文
脈
が
出
現
し
た
こ
と
を
無
視
し
て
は
、
も
は

や
こ
の
詩
を
読
む
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

そ
の
文
脈
に
こ
の

詩
を
置
き
直
し
て
読
も
う
と
す
る
と
き
、
光
太
郎
や
智
恵
子
と
い
っ

た
視
点
か
ら
読
む
こ
と
は
で
き
な
い
。

そ
れ
は
〈
震
災
〉

以
前
の
視

点
で
あ
り
、
〈
震
災
〉
以
後
の
い
ま
読
も
う
と
す
る
な
ら
ば
、
こ
の
詩

は
光
太
郎
と
智
恵
子
と
い
う
こ
人
の
問
題
か
ら
、
匿
名
の

「
あ
な
た
」
と
い
う
二
人
の
問
題

へ
と
変
容
す
る
。

「
私
」
と

そ
う
し
て
第
二
章
に
述
べ
た
よ
う
に
読
ん
で
ゆ
く
な
ら
ば
、
こ
れ

ま
で
の
読
み
で
は
浮
か
ぶ
こ
と
の
な
か
っ
た
主
題
が
浮
か
び
上
が
つ
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て
く
る
。
ま
ず
「
あ
な
た
」
と
「
私
」

は
匿
名
性
を
持
っ
た
二
人
の

人
物
に
な
り
、

そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
「
私
」

は
太
田
の
詩
の
語
り
手

が
立
っ
て
い
る
の
と
同
じ
よ
う
な
〈
震
災
〉
直
後
の
時
点
に
立
つ
人

物
に
変
わ
る
。
「
あ
な
た
」
も
二
本
松
で
生
ま
れ
育
ち
、
〈
震
災
〉
の

被
害
を
受
け
た
人
物
へ
と
変
貌
す
る
。
そ
う
し
て
「
私
」
は
〈
震
災
〉

に
よ
っ
て
「
都
」
で
の
避
難
生
活
を
余
儀
な
く
さ
れ
、
生
ま
れ
育
っ

た
故
郷
に
帰
る
こ
と
は
出
来
な
い
人
物
に
、
「
あ
な
た
」
は
生
誕
地
に

い
な
が
ら
に
し
て
、
も
う
戻
れ
な
い
〈
震
災
〉
以
前
の

〈
故
郷
〉

と



い
う
観
念
を
持
た
さ
れ
る
人
物
に
な
る
。

こ
う
し
て
こ
の
詩
が
浮
か
び
上
が
ら
せ
る
新
た
な
主
題
が
、
〈
故

郷
〉
の
喪
失
と
い
う
主
題
で
あ
る
。
先
行
研
究
の
な
か
で
安
藤
靖
彦
は

智
恵
子
の

〈
故
郷
〉

と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
触
れ
て
い
た
が
、
本
論

の
読
み
で
浮
か
び
上
が
る
の
は
、
彼
の
指
摘
し
た
よ
う
な
〈
故
郷
〉

の
観
念
と
は
少
々
具
な
る
。
ま
ず
、
光
太
郎
と
智
恵
子
と
し
て
読
む

場
合

そ
れ
は
地
方
に
住
む
人
物
の

〈
故
郷
〉

へ
の
思
い
と
都
市
に

住
む
人
物
の
そ
れ
と
の
ず
れ
、
と
い
う
テ
l
マ
に
な
っ
た
。
し
か
し
、

本
論
の
読
み
の
場
合
、
「
私
」
も
「
無
頼
の
都
」

へ
と
追
い
や
ら
れ
た

人
物
で
あ
る
か
ら
、
都
市
と
は
対
置
さ
れ
る
人
物
と
な
る
。
す
な
わ

ち
、
お
な
じ

〈故
郷〉

人
物
の
立
場
が
変
容

の
問
題
で
は
あ
る
が

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
問
題
の
質
も
変
わ
る
の
で
あ
る
。

で
は
、
本
論
の
読
み
が
一
ホ
す
〈
故
郷
〉

の
問
題
と
は
な
に
か
。

れ
は
、
近
代
に
よ
っ
て
発
見
さ
れ
た

〈
故
郷
〉
と
は
異
な
る
、
あ
ら

た
な
〈
故
郷
〉
観
念
の
出
現
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
近
代
の
生
み
出

し
た
〈
故
郷
〉
、
そ
れ
は
地
方
の
人
聞
が
都
市
に
出
る
こ
と
に
よ
っ
て

発
見
さ
れ
る
観
念
で
あ
っ
た
。
室
生
犀
星
が
詩
に
う
た
っ
た
如
く
、

遠
望
さ
れ
思
い
だ
さ
れ
る

〈
故
郷
〉

で
あ
り
、

そ
こ
に
帰
る
こ
と
は

可
能
だ
っ
た
。
ま
た
「
〈
故
郷
〉
の
喪
失
」
と
い
う
と
き
、
都
市
で
生

ま
れ
育
っ
た
人
々
が
出
現
し
た
こ
と
に
よ
る
、
都
市
と
対
置
さ
れ
る

「
ふ
る
さ
と
」
と
し
て
の

〈故
郷
〉
観
念
そ
れ
じ
た
い
の
喪
失
を
意

味
し
た
。

本
論
の
示
す
〈
故
郷
〉
な
ら
び
に
そ
の
喪
失
と
は
、

そ
う
し
た
近

代
的
〈
故
郷
〉
を
必
ず
し
も
意
味
し
な
い
。
ま
ず
「
私
」

に
つ
い
て

考
え
る
な
ら
ば
、
「
私
」
は
〈
震
災
〉
に
よ
っ
て
生
ま
れ
育
っ
た
地
を

追
わ
れ
た
。

そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
出
現
す
る
の
は
、
近
代
的
な
〈
故

郷
〉
観
念
で
あ
る
。
だ
が
そ
の

〈
故
郷
〉

へ
は
、
帰
る
こ
と
が
で
き

な
い
の
で
あ
る
。
〈
震
災
〉
に
よ
っ
て
そ
の
具
体
的
な
場
所
が
失
わ
れ
、

現
実
と
し
て
の
〈
故
郷
〉
が
喪
失
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
次
に
、
「
あ
な
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た
」
に
つ
い
て
考
え
て
み
よ
う
。
こ
の
詩
の
な
か
で
、
「
あ
な
た
」
は

生
誕
地
か
ら
出
る
こ
と
は
な
い
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
〈
震
災
〉
に
よ

そ

っ
て
生
誕
地
の
風
最
は
以
前
と
以
後
に
分
断
さ
れ
、
以
前
の
風
景
は

回
復
不
可
能
な
も
の
と
し
て
認
識
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち

自
の
前
に

広
が
る
風
景
は
同
一
で
あ
る
の
に
、

そ
れ
が

〈
震
災
〉

と
い
う
事
象

に
よ
り
変
容
さ
せ
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

そ
こ
に
、

一戻れ
な
い
以

前
の
〈
故
郷
〉
が
出
現
す
る
の
で
あ
る
。
「
あ
な
た
」
が
抱
く
〈
故
郷
〉

の
観
念
、

そ
れ
は
生
誕
地
の
外
部
の
場
と
対
置
さ
れ
る
こ
と
な
く
出

現
す
る
、
あ
ら
た
な

〈
故
郷
〉

の
観
念
な
の
で
あ
る
。



〈
震
災
〉
と
い
う
文
脈
は
、

そ
う
い
っ
た
あ
ら
た
な
〈
故
郷
〉
を

出
現
さ
せ
る
。

「
樹
下
の
二
人
」

iま

〈
震
災
〉

以
後
に
お
い

そ
し
て

て
変
貌
し
、
読
者
に
そ
の
あ
ら
た
な
〈
故
郷
〉
喪
失
の
感
情
を
追
体

験
さ
せ
る
と
い
う
、
あ
ら
た
な
文
学
的
価
値
を
も
つ

こ
と
に
な
る
の

で
あ
る
。

[
注
]

1 

高
村
光
太
郎
「
樹
下
の
二
人
」
は

一
九
二
三
年
三
月
一
一
日
に
作
ら

れ
、
『
明
星
』
同
年
四
月
号
に
初
出
、
そ
の
後
一
九
四

O
年
刊
の
『
道
程
』

(
改
訂
版
)
に
収
録
さ
れ
、
翌
一
九
四
一
年
八
月
の
『
智
恵
子
抄
』
に
再

収
録
さ
れ
た
。
な
お
、
詩
本
文
の
引
用
は
、
『
高
村
光
太
郎
全
集

第

一
巻』

(
一
九
九
四
・
一

O
、
筑
摩
書
房
)
に
よ
る
。

2 

大
島
能
彦
「
詩
『
樹
下
の
二
人
』
と
万
葉
集
」
(
『
中
京
国
文
学
』

第

六
号
、
二

O
O七
・
三
)

3 

伊
藤
信
吉
「
『
智
恵
子
抄
』
を
め
ぐ
っ
て
」
(
『
高
村
光
太
郎
研
究
』
、

九
六
六

・
八
、
思
潮
社
)

4 

井
田
康
子
「
第
二
章

『
樹
下
の
二
人
』
の
詩
の
姿
」
(
『
高
村
光
太
郎
の

生
と
詩
』
、

一
九
七
九
・

一一

、
明
治
書
院
)

5 

吉
本
隆
明
「
『
智
恵
子
抄
』
論
」
(
『
高
村
光
太
郎

増
補
決
定
版
』
、

九
七

0
・
八
、
春
秋
社
)

6 

分
銅
惇
作
「
樹
下
の
二
人

(
高
村
光
太
郎
〈
特
集
〉

)
1
1
1
(作
品
分

析
ご
(
『
国
文
学

解
釈
と
鑑
賞
』
第
四
九
号
第
九
巻
、

一
九
八
四

・
七
、
至

文
堂

7 

郷
原
宏
「
あ
ど
け
な
く
な
い
話
」
(
『
詩
人
の
妻

高
村
智
恵
子
ノ

l
ト
』、

一
九
八
三

・
二
、
未
来
社
)

8 

黒
四
惇
亜
里
子
「
第
3
章

同
棲
同
類
」
(
『
女
の
首
|
|
逆
光
の
「
智
恵

子
抄
」
』
、

一
九
八
五

・
九、

ド
メ
ス
出
版
)

9 

田
下
敬
子
「
第
四
章

も
う
ひ
と
つ
の
『
智
恵

紫
苑
」
(
『
原
色
の
女

子
抄
』
』
、

一
九
八
八
・
七
、
彩
流
社
)

66 

1 
0 

上
杉
省
和
「
第
四
章

樹
下
の
二
人
」
(
『
智
恵
子
抄
の
光
と
影
』
、

九
九
九
・

三
、
大
修
館
書
庖
)

1 
1 

安
藤
靖
彦
ご

光
太
郎
の
作
品
」
(
『
高
村
光
太
郎
の
研
究
』
、
二

O

。

一
、
明
治
書
院
)

1 
2 

湯
原
か
の
子
「
第
3
掌

ひ
び
わ
れ
た
内
部
世
界
」
(
『
高
村
光
太
郎

智
占息
子
と
遊
ぶ
夢
幻
の
生
』
、
二
O
O
三

・
一
O
、
ミ
ネ
ル
グ
ア
書
房
)

1 
3 

大
島
裕
子
「
も
う
ひ
と
つ
の
詩
跡
」
(
『
智
恵
子
抄
を
歩
く
|
|
素
顔

の
智
恵
子
|
|
』
二

O
O六
・
二
、
新
典
社
)

1 
4 

注
2
と
同
じ
。



1
i
Fh
u
 

土
佐
朋
子
「
高
村
光
太
郎
「
樹
下
の

二
人
」
の
発
想
|
|
〈
仙
境
〉

の
発
見
|
|
」
(
『
東
京
医
科
歯
科
大
学
教
養
部
研
究
紀
要
』
第
四
O
号
、
二

O

一0
・
一
二
)

1 
6 

注

1
1
と
同
じ
。

ー
よ
ヴ

t

犀
星
は
詩
「
小
景
呉
情

i
iそ
の
一
ご
(
『
行
情
小
曲
集
』

一
九

一
八

九
、
感
情
詩
社

所
収
)
に
お
い
て
「
ふ
る
さ
と
は
透
き
に
あ
り
て
思
ふ
も

の
」
と
書
い
て
い
る
。
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