
緒
言

多
年
、
私
は
、
自
分
が
彼
の
地
で
語
っ
て
き
た
こ
と
を
故
国
日
本
に
伝
え
た
い
と
念
願
し
て
き
た
。
彼
の
地
と
は
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
の
国
々
で
あ
り
、
語
っ
て
き
た
こ
と
と
は
、
要
す
る
に
「
日
本
」
で
あ
っ
た
。
た
だ
、
ぜ
ん
ぶ
フ
ラ
ン
ス
語
で
語
っ
た
こ
と

な
の
で
、
逆
に
翻
訳
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
ん
な
面
倒
な
こ
と
は
で
き
な
い
と
諦
め
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
、
倫
理
研
究
所

理
事
長
、
丸
山
敏
秋
氏
が
、「
倫
理
文
化
研
究
叢
書
」
に
収
め
て
出
し
て
く
だ
さ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
の
ご
好
意
に
す
が
っ

て
夢
を
実
現
し
え
た
こ
と
に
つ
い
て
、
ま
ず
も
っ
て
衷
心
よ
り
感
謝
申
し
あ
げ
る
次
第
で
あ
る
。

青
雲
の
志
を
抱
い
て
、
と
い
う
言
葉
が
あ
る
。
そ
の
よ
う
に
し
て
私
も
三
十
歳
で
渡
仏
し
た
。
仏
政
府
給
費
留
学
生
と
し
て

ソ
ル
ボ
ン
ヌ
に
籍
を
置
き
、
良
師
―
―
ジ
ャ
ン
・
グ
ル
ニ
エ
教
授
―
―
と
邂
逅
し
た
が
、
結
局
は
そ
れ
は
自
国
を
よ
り
よ
く
知

る
た
め
で
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
出
国
に
先
立
っ
て
日
本
の
精
神
文
化
復
興
を
念
ず
る
駆
け
出
し
の
評
論
活
動
に
入
っ
て

い
た
の
で
、
パ
リ
生
活
で
も
意
識
は
そ
の
延
長
線
上
に
あ
っ
た
。
日
本
で
の
専
攻
は
フ
ラ
ン
ス
文
学
で
、
コ
ン
ク
ー
ル
も
そ
の

部
門
で
受
け
た
が
、
内
面
は
「
日
本
的
霊
性
」
と
は
何
か
の
問
い
で
い
っ
ぱ
い
だ
っ
た
。

パ
リ
は
、
フ
ラ
ン
ス
を
発
見
さ
せ
て
く
れ
る
と
こ
ろ
で
は
な
い
。
自
国
を
、
お
の
れ
自
身
を
発
見
さ
せ
て
く
れ
る
場
で
あ
る
。

そ
の
力
た
る
や
大
し
た
も
の
で
、
お
そ
ら
く
そ
れ
は
ロ
ー
マ
文
明
の
後
継
と
し
て
「
ユ
ニ
ヴ
ァ
ー
サ
ル
」
た
ら
ん
と
す
る
意
志

と
矜
恃
か
ら
く
る
も
の
か
も
し
れ
な
い
。
リ
ル
ケ
は
、『
マ
ル
テ
の
手
記
』
を
パ
リ
で
書
く
必�

要�

が
あ
っ
た
。
文
明
の
空
気
が

働
く
か
ら
で
あ
る
。
愛
に
も
似
て
、
そ
れ
は
、「
分
か
っ
て
く
れ
る
」
と
い
う
歓
喜
を
掻
き
立
て
る
。
こ
う
し
て
私
は
一
つ
の

国
と
深
い
交
わ
り
の
関
係
に
入
り
、
そ
の
国
の
言
語
で
己
自
身
を
、
日
本
を
語
る
こ
と
に
云
い
が
た
い
愉
悦
を
感
じ
、
そ
れ
を
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「
使
命
」
と
感
ず
る
ま
で
に
な
っ
て
い
っ
た
。
以
下
に
呈
す
る
講
演
は
、
こ
う
言
っ
て
大
げ
さ
で
な
け
れ
ば
、
す
べ
て
あ
る
使

命
感
を
も
っ
て
語
っ
た
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
る
。

と
い
っ
て
、
か
く
べ
つ
、
気
負
い
が
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
自
己
催
眠
だ
っ
た
。
講
演
の
成
功
に
つ
れ
て
よ
り

重
要
な
「
お
座
敷
」が
掛
か
る
よ
う
に
な
り
、
そ
の
つ
ど
、
気
合
い
を
入
れ
て
高
座
に
臨
ん
だ
が
、
こ
の
よ
う
に
自
分
に
マ
ジ
ッ

ク
を
か
け
な
け
れ
ば
踏
み
だ
せ
な
い
勇
気
が
必
要
で
さ
え
あ
っ
た
。
―
―
「
本
当
の
日�

本�

大�

使�

は
俺
だ
」
と
。
力
士
が
両
手
で

自
分
の
頰
面
を
ぴ
し
ぴ
し
叩
き
な
が
ら
土
俵
に
昇
る
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
ず
っ
と
の
ち
に
、
眼
光
鋭
き
大
「
大
使
」
萩
原
徹

氏
か
ら
、「
君
は
俺
よ
り
フ
ラ
ン
ス
語
が
で
き
る
と
思
っ
て
い
る
な
」
と
思
い
が
け
な
い
こ
と
を
云
わ
れ
、
び
っ
く
り
し
た
が
、

こ
ん
な
心
理
を
読
ま
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

パ
リ
を
中
心
に
私
が
最
初
に
そ
し
て
最
も
集
中
的
に
講
演
活
動
を
行
っ
た
の
は
、
十
一
年
間
に
わ
た
る
一
回
目
の
長
期
滞
仏

中
（
一
九
六
三
―
一
九
七
四
年
）
の
こ
と
だ
っ
た
。
そ
の
う
ち
、
一
九
六
五
年
（
三
十
三
歳
）
か
ら
一
九
七
二
年
（
四
十
歳
）
ま

で
の
七
年
間
ほ
ど
は
、
た
っ
ぷ
り
そ
れ
に
従
事
し
た
。
本
書
に
は
、
そ
の
時
期
の
も
の
か
ら
三
点
だ
け
を
選
ん
で
、「
講
演
篇

（
一
）」
と
し
て
収
め
た
。「『
雨
月
物
語
』
と
日
本
の
幻
想
世
界
」、「『
国
際
ス
タ
イ
ル
』
の
か
な
た
―
―
日
本
現
代
版
画
展
に

寄
す
』」、「
象
徴
と
神
話
―
―
日
本
文
化
の
展
開
」
が
、
そ
れ
で
あ
る
。
日
本
大
使
館
の
委
嘱
で
、
美
術
展
と
セ
ッ
ト
し
て
各

地
を
講
演
し
て
回
っ
て
い
た
こ
ろ
で
、
徐
々
に
評
判
が
上
が
り
、
一
九
六
七
年
に
は
外
務
省
か
ら
ル
ー
マ
ニ
ア
の
首
都
ブ
カ
レ

ス
ト
に
ま
で
派
遣
さ
れ
る
に
至
っ
た
。
壇
上
、
門
脇
大
使
の
紹
介
に
始
ま
り
、人
民
大
学
で
満
堂
の
学
生
を
相
手
に
二
時
間
し
ゃ

べ
っ
た
。
そ
の
三
年
後
に
は
、
パ
リ
で
、
名
声
高
い
国
際
文
化
団
体
「
フ
ラ
テ
ル
ニ
テ
・
モ
ン
デ
ィ
ア
ル
（
世
界
友
愛
協
会
）」
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に
お
い
て
、
松
井
明
大
使
以
下
の
日
仏
名
士
を
前
に
、

あ
た
え
ら
れ
た
演
題
「
象
徴
と
神
話
」
を
講
じ
た
。
文

芸
新
聞
に
「
講
演
家
と
し
て
評
価
を
確
立
」
と
書
か
れ
、

こ
れ
が
事
実
上
、
こ
の
方
面
で
の
私
の
デ
ビ
ュ
ー
と

な
っ
た
。

こ
の
演
題
は
当
時
の
私
の
思
考
を
練
り
あ
げ
る
の
に

ぴ
っ
た
り
だ
っ
た
よ
う
に
思
う
。
日
本
神
話
の
「
鏡
」

を
め
ぐ
る
全
く
の
自
己
流
形
而
上
学
を
思
い
切
っ
て

ぶ
っ
つ
け
て
出
し
た
も
の
だ
っ
た
。
の
ち
に
、
詩
人
高

橋
睦
郎
氏
と
初
め
て
伊
勢
参
り
を
し
た
折
に
、
内
宮
の

正
殿
ま
え
で
口
を
つ
い
て
こ
の
発
想
を
語
り
だ
す
こ
と

と
な
る
。「
パ
リ
で
深
め
た
ら
し
き
思
想
」
と
、
さ
す

が
鋭
い
直
観
を
も
っ
て
同
氏
は
そ
の
こ
と
を
回
想
に
書

き
記
し
て
い
る
。

注
意
深
い
読
者
は
、
本
書
に
残
さ
れ
た
声
の
軌
跡
が

以
後
ぷ
っ
つ
り
と
切
れ
、
十
八
年
間
も
途
絶
す
る
こ
と

に
気
づ
か
れ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
間
に
私
は
第
一
回
目

１．フォンテーヌ・ブローのシャトーで組織した現代日本美術展
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の
滞
仏
生
活
に
幕
を
引
い
て
帰
国
し
、
大
き
な
人
生
の
空
洞
を
経
験
し
た
あ
と
、
筑
波
で
教
鞭
を
と
る
身
と
な
っ
て
い
た
。

こ
の
帰
国
期
間
（
一
九
七
四
―
二
〇
〇
一
年
）
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
招
か
れ
て
、
二
つ
の
大
き
な
講
演
を
行
っ
て
い
る
。
一
つ

は
、
日
本
学
の
泰
斗
、
ベ
ル
ナ
ー
ル
・
フ
ラ
ン
ク
教
授
の
は
か
ら
い
で
、
一
九
八
八
年
に
、
同
氏
が
そ
の
日
本
文
明
学
部
の
主

座
を
つ
と
め
る
名
門
、
パ
リ
の
コ
レ
ー
ジ
ュ
・
ド
・
フ
ラ
ン
ス
で
行
っ
た
全
五
回
の
「
連
続
講
義
」
で
あ
る
。
フ
ラ
ン
ク
教
授

よ
り
あ
た
え
ら
れ
た
「
ア
ン
ド
レ
・
マ
ル
ロ
ー
と
那
智
の
滝
」
の
演
題
で
講
じ
た
が
、
こ
れ
は
大
反
響
を
呼
び
、
パ
リ
の
ジ
ュ

リ
ア
ー
ル
社
か
ら
出
版
さ
れ
る
に
至
っ
た
。
以
後
、
そ
の
邦
訳
を
と
望
ん
で
き
た
が
、
初
め
て
本
書
に
収
め
て
実
現
で
き
た
こ

と
で
欣
快
に
た
え
な
い
。

筑
波
か
ら
赴
い
て
行
っ
た
も
う
一
つ
の
忘
れ
が
た
い
講
演
は
、一
九
九
〇
年
、ポ
ル
ト
ガ
ル
の
リ
ス
ボ
ン
で
開
催
さ
れ
た
「
文

化
の
対
話
―
―
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
世
界
」
会
議
で
の
開
幕
基
調
講
演
で
あ
る
。
こ
の
主
題
そ
の
も
の
に
は
「
日
本
」
は
入
っ
て
い

な
い
。
そ
こ
へ
日
本
人
が
割
り
込
み
の
よ
う
な
形
で
招
か
れ
て
縦
横
に
論
ず
る
機
会
を
あ
た
え
て
く
だ
さ
っ
た
の
は
、『
日

本
―
―
理
解
の
鍵
』
の
著
者
、
ル
ネ
・
セ
ル
ヴ
ォ
ワ
ー
ズ
大
使
で
あ
っ
た
。
セ
ル
ヴ
ォ
ワ
ー
ズ
大
使
は
コ
レ
ー
ジ
ュ
・
ド
・
フ

す
い
ば
ん

ラ
ン
ス
で
の
私
の
講
義
を
聴
い
て
感
銘
し
、
知
ら
ぬ
間
に
推
挽
の
労
を
取
っ
て
い
て
く
だ
さ
っ
た
の
だ
っ
た
。

こ
の
リ
ス
ボ
ン
が
、
我
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
講
演
行
脚
の
最
後
と
な
っ
た
。

最
後
と
な
っ
て
ほ
し
く
な
い
と
願
っ
て
い
た
が
、
再
開
の
機
会
は
二
度
と
訪
れ
な
か
っ
た
。
筑
波
大
学
で
の
十
五
年
は
、
学

生
諸
君
に
は
申
し
訳
な
い
が
、
む
し
ろ
「
講
義
」
は
自
分
に
は
不
向
き
と
実
感
す
る
日
々
だ
っ
た
。
一
講
座
、
年
三
十
回
は
、
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竹
本
流
か
ら
す
れ
ば
間
延
び
の
感
を
免
れ
な
い
。
こ
れ
に
ひ
き
か
え
、「
講
演
」
の
ほ
う
が
、
し
か
も
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
聴
衆
相

手
の
ほ
う
が
、
緊
張
感
が
あ
っ
て
、
よ
ほ
ど
私
の
性
に
合
っ
て
い
た
。

こ
う
し
て
十
九
年
間
、
鳴
か
ず
飛
ば
ず
の
歳
月
が
過
ぎ
た
。
し
か
し
、
夢
捨
て
が
た
く
、
退
官
後
、
二
〇
〇
二
年
か
ら
、
第

二
の
パ
リ
生
活
へ
と
戻
っ
た
。
同
地
で
皇
后
陛
下
美
智
子
さ
ま
の
仏
訳
御
撰
歌
集
『
セ
オ
ト
―
―
せ
せ
ら
ぎ
の
歌
』
出
版
事
業

に
た
ず
さ
わ
り
、
そ
れ
を
終
え
て
、
い
よ
い
よ
積
年
の
夢
復
活
の
時
き
た
る
と
勇
み
立
っ
た
。
昔
取
っ
た
杵
柄
な
ら
ぬ
フ
ラ
ン

ス
語
で
、
欧
州
一
円
に
日
本
を
語
っ
て
回
り
た
い
と
望
み
、
手
始
め
に
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
大
学
で
「
宮
本
武
蔵
」
を
講
じ
た
。
時
に
、

二
〇
〇
七
年
秋
、
七
十
五
歳
に
な
っ
て
い
た
。
だ
が
、
身
辺
事
情
で
急
遽
帰
国
と
な
り
、
夢
は
永
遠
に
断
た
れ
た
。「
講
演
篇

（
一
）」
の
最
後
に
収
め
た
「
武
士
道
と
日
本
的
霊
性
―
―
武
蔵
の
場
合
」
は
、
そ
れ
こ
そ
、
我
が
見
果
て
ぬ
夢
の
名
残
り
に
ほ

か
な
ら
な
い
も
の
で
あ
る
。

本
書
の
執
筆
を
進
め
て
い
る
間
に
東
日
本
大
震
災
が
起
こ
り
、
そ
れ
か
ら
ち
ょ
う
ど
一
年
半
後
の
今
日
、
筆
を
収
め
よ
う
と

し
て
い
る
。
そ
の
間
、
日
本
は
、
自
然
界
の
ツ
ナ
ミ
ば
か
り
で
は
な
い
、
い
ま
現
に
政
治
外
交
上
の
四
囲
の
激
浪
に
も
見
舞
わ

れ
、
あ
ら
ゆ
る
意
味
で
浮
沈
の
瀬
戸
際
に
立
つ
に
至
っ
た
。
か
つ
て
、
敗
戦
時
に
は
、「
日
本
復
興
は
日
本
文
化
か
ら
」
と
の

偉
大
な
先
人
の
覚
醒
と
指
導
が
あ
っ
た
が
、
い
ま
は
そ
う
し
た
声
さ
え
聞
こ
え
な
い
。
私
は
、
む
し
ろ
、
こ
れ
を
真
の
国
難
と

感
ず
る
。

日
本
は
、
も
は
や
、
世
界
内
で
し
か
生
き
ら
れ
な
い
。

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
依
然
と
し
て
大
半
が
閉
鎖
的
で
、
外
向
け
の
こ
と
ま
で
が
内
向
き
で
あ
る
。
外
か
ら
は
隠
蔽
的
体
質
の
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国
と
思
わ
れ
、
実
際
に
、
本
音
を
隠
す
ゆ
え
に
誤
解
を
払
底
で
き
ず
、
国
と
し
て
大
損
を
し
て
い
る
。
次
世
代
の
若
者
は
、
文

化
の
防
人
と
し
て
、
も
っ
と
向
こ
う
向
け
に
、
向
こ
う
の
言
葉
で
日
本
の
真
実
を
伝
え
て
ほ
し
い
。

わ
れ
、
日
本
を
か
く
語
れ
り
…

拙
著
が
少
し
で
も
役
立
て
れ
ば
と
願
う
ゆ
え
ん
は
、
こ
れ
で
あ
る
。

西
暦
二
〇
一
二
年
九
月
十
一
日
、
東
京
に
て

竹
本
忠
雄
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