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人
と
生
ま
れ
故
郷
の
関
係
は

さ
ま
ざ
ま
だ
。
生
の
終
焉

（え

ん
）
と
故
郷
、
つ
ま
り
、
死
と

故
郷
の
関
係
も
さ
ま
ざ
ま
だ
。

ど
れ
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
、

と
い
う
こ
と
も
な
い
し
、
ど
れ

が
良
く
て
ど
れ
が
悪
い
、
と
い

う
こ
と
で
も
な
い
。
が
、
故
郷

と
人
の
あ
り
方
は
、
そ
の
人
の

人
生
の
太
い
骨
格
の

一
つ
と
な

っ
て
い
る
の
も
確
か
で
あ
る
。

著
者
の
濱
崎
洋
三
先
生
は
、

鳥
取
に
生
ま
れ
、鳥
取
で
育
ち
、

京
都
で
大
学
生
活
を
送
り
、
鳥

取
に
帰
り
、
母
校
の
高
校
で
教

員
と
し
て
働
き
、
鳥
取
県
史
な

ど
の
郷
土
史
の
第

一
研
究
者
と

し
て
の
仕
事
を
な
し
、
最
後
は

鳥
取
県
立
図
書
館
長
を
勤
め
、

二
年
前
に
鳥
取
で
亡
く
な
っ
た

人
で
あ
る
。
人
と
故
郷
の
関
係

で
言
う
と
、
先
生
は
鳥
取
を
初

恋
の
よ
う
に
愛
し
、
幸
運
な
こ

と
に
、
二
人
を
離
さ
せ
よ
う
と

す
る
力
か
ら
は
遠
く
に
居
続
け

る
こ
と
が
で
き
た
人
だ
と
思

う
。こ

の
本
に
お
さ
め
ら
れ
た

「
私
に
と
っ
て
の
戦
後
」
と
い

う
、
独
自
の
知
性
を
香
り
の
よ

う
に
持
つ
文
章
の
中
で
、
先
生

は
書
い
て
い
る
。
　
　
　
・

―
大
声
で
叫
ぶ
人
、
人
を
動

か
そ
う
と
す
る
人
、
そ
う
い
う

人
達
こ
そ
を
信
じ
て
は
な
ら
な

い
と
思
い
は
じ
め
た
。
（中
略
）

帰
郷
し
て
私
は
高
校
教
員
の
生

活
へ
と
入
っ
た
。
若
い
生
徒
達

と

一
緒
に
遊
べ
る
こ
と
、
自
分

な
り
に
郷
土
史
の
勉
強
が
で
き

る
こ
と
が
、
教
員
を
選
ん
だ
理

由
で
あ
ら
た
。
（申
略
）
不
思

議
な
こ
と
に
問
題
児
と
呼
ば
れ

る
生
徒
と
の
出
会
い
が
多
か
っ

た
。
さ
ま
ざ
ま
な

「
は
み
だ
し

生
徒
」
と
の
つ
き
あ
い
が
、
私

の
教
員
生
活
を
豊
か
に
し
て
く

れ
た
―
。

こ
の
本
の
中
に
は
、
先
生
が

日
ご
ろ
思
索
し
て
い
た
こ
と

が
、
つ
ま
り
、
先
生
自
身
の
考

え
が
あ
ち
こ
ち
に
記
さ
れ
て
い

る
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
、
ア
メ
リ
カ

発
の
考
え
の
輸
入
品
で
は
な

く
、
東
京
か
ら
の
宅
配
便
で
は

な
い
、
先
生
の
中
で
育
ち
、
収

穫
さ
れ
た
独
自
の
考
え
、
思
想

で
あ
る
。

例
え
ば
、
「
平
等
主
義
は
時

に
危
な
い
。
ど
こ
か
に
ち
ゃ
っ

か
り
差
別
と
い
う
も
の
を
隠
蔽

（ぺ
い
）
し
て
い
る
」
と
か
、

「
喜
怒
衷
楽
を
伴
わ
な
い
空
虚

な
言
葉
が
、
あ
ま
り
に
も
教
育

の
現
場
に
氾
濫

（は
ん
ら
ん
）

し
て
い
る
よ
う
に
、
私
に
は
思

え
る
。
痛
み
と
喜
び
を
ふ
ま
え

た
実
感
の
あ
る
言
葉
こ
そ
、
教

育
の
出
発
点
だ
と
私
は
信
じ

る
」
と
か
、
「
故
郷
鳥
取
か
ら

疎
外
さ
れ
た
鳥
取
村
民
の
歴
史

は
、
ア
イ
ヌ
人
を
疎
外
し
て
い

く
歴
史
で
も
あ
っ
た
」
と
か
で

あ
る
。

先
生
の
考
え
方
の
根
っ
子
に

い
つ
も
あ

っ
た
と
思
わ
れ
る

一

行
を
、
本
の
中
に
見
つ
け
た
。

「
果
た
し
て
本
当
に
そ
う
で
あ

っ
た
の
か
」
。
先
生
は
い
つ
も

疑
い
な
が
ら
、
社
会
を
、
教
育

を
、
歴
史
観
を
見
つ
め
て
き
た
。

戦
争
が
そ
う
い
う
人
物
を
故
郷

に
育
て
た
の
だ
ろ
う
。
疑
う
力

が
郷
土
史
に
新
し
い
光
を
与

え
、
史
料
を
発
見
さ
せ
、
人
に

残
せ
な
い
業
績
を
残
さ
せ
、
人

に
で
き
な
い
発
想
を
残
さ
せ
た

の
だ
ろ
う
。

先
生
は
、
「
人
類
に
は
二
種

類
し
か
な
い
。
そ
れ
は
男
と
女

だ
と
い
う
の
が
私
の
持
論
で
あ

る
」
と
書
い
て
い
る
。
そ
う
い

う
勝
手
な
分
類
で
ゆ
く
と
、
「本

に
は
二
種
類
し
か
な
い
。
売
れ

る
本
と
売
れ
な
い
本
だ
」
。
い

や
、
そ
う
で
は
な
く
、
「
本
人

が
出
し
た
が
る
本
と
出
し
た
が

ら
な
い
本
だ
」
で
あ
ろ
う
。
先

生
の
本
は
後
者
で
あ
る
。

そ
も
そ
も
が
、
ち
や
ほ
や
さ

れ
て
依
頼
原
稿
を
書
く
こ
と
な

ど
、
最
も
禁
じ
て
い
た
人
で
あ

る
。
本
を
出
す
な
ど
と
言
っ
た

ら
、
強
い
抵
抗
を
さ
れ
た
に
違

い
な
い
。
「
阿
果

（あ
ほ
う
）

な
こ
と
す
る
な
。
自
己
満
足
に

す
ぎ
ん
。
資
源
の
無
駄
だ
」
と
。

こ
の
本
が
で
き
上
が
っ
た
の

は
、
死
の
お
か
げ
だ
っ
た
。
先

生
の
死
に
よ
っ
て
、
多
く
の
人

が
先
生
の
思
想
を
手
に
す
る
こ

と
が
で
き
る
。
そ
う
い
う
意
味

で
も
、
独
自
な
本
で
あ
る
。
こ

の
本
を
作
ろ
う
と
し
た
仲
間

は
、
こ
の
本
の
完
成
を
喜
ん
で

い
る
。
地
方
に
生
き
た

一
人
の

教
師
が
残
し
た
言
葉
た
ち
を
、

そ
の
土
地
の
、
故
郷
の
図
書
館

に
残
す
こ
と
が
で
き
た
か
ら
で

あ
る
。
常
々
、
先
生
は
、
そ
う

い
う
こ
と
が

「
文
化
と
い
う
も

の
で
は
な
い
の
か
」
と
、
ぼ
く

ら
生
徒
に
言
っ
て
い
た
か
ら
。
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