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こ
の
夏
、
学
生
時
代
か
ら
一
度
訪
ね
て
み
た
い
と
思
っ
て
い
た
津

軽
へ
出
か
け
た
。
い
う
ま
で
も
な
く
津
軽
は
太
宰
治
が
生
ま
れ
、
育

っ
た
所
で
あ
る
。

　
新
潮
文
庫
の
『
津
軽
』
一
冊
を
旅
行
鞄
に
入
れ
て
、
上
野
を
発
っ

た
の
は
八
時
頃
の
夜
行
列
車
、
翌
朝
六
時
頃
に
青
森
駅
に
着
い
た
。

青
森
か
ら
奥
羽
本
線
で
弘
前
ま
で
約
一
時
間
。
ひ
と
ま
ず
宿
で
休
憩

し
、
タ
ク
シ
ー
で
五
所
川
原
へ
向
か
っ
た
。
お
り
し
も
こ
の
日
は
、

「
ね
ぶ
た
ま
つ
り
」
の
最
終
日
。
五
所
川
原
の
街
は
ね
ぶ
た
の
行
列

で
交
通
規
制
が
あ
り
、
街
へ
入
っ
て
タ
ク
シ
ー
が
な
か
な
か
進
ま
な

か
っ
た
の
に
は
困
っ
た
。

　
「
ね
ぶ
た
ま
つ
り
」
と
い
え
ぱ
、
青
森
市
の
お
祭
り
と
ば
か
り
思

っ
て
い
た
が
、
毎
年
八
月
一
日
か
ら
一
週
間
は
、
青
森
県
内
の
い
た

る
所
で
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
こ
こ
に
来
て
は
じ
め
て
知
っ
た
。
し

か
も
、
青
森
市
で
は
「
ね
ぶ
た
」
、
弘
前
市
で
は
「
ね
ぶ
た
」
と
呼

ぶ
。
も
と
も
と
は
弘
前
市
が
発
祥
の
地
で
あ
っ
た
と
の
由
。
青
森
市

は
戦
後
に
な
っ
て
始
め
ら
れ
た
の
だ
が
、
青
森
が
県
都
で
あ
る
こ
と

も
あ
っ
て
、
い
ま
で
は
こ
ち
ら
の
方
が
有
名
だ
。

　
五
所
川
原
か
ら
津
軽
鉄
道
に
乗
っ
た
。
太
宰
治
に
ち
な
む
テ
レ
ビ

や
雑
誌
の
グ
ラ
ビ
ヤ
に
は
必
ず
登
場
す
る
あ
の
色
あ
せ
た
赤
と
白
の

ツ
ー
ト
ン
カ
ラ
ー
電
車
だ
。
乗
降
口
の
ド
ア
が
手
動
式
だ
っ
た
の
が

な
つ
か
し
い
。
車
両
は
二
つ
、
お
客
は
十
数
人
で
ま
ば
ら
。
案
内
書

に
よ
れ
ば
終
点
の
津
軽
中
里
ま
で
は
一
時
間
、
目
的
地
の
金
木
町
は

三
十
分
と
出
て
い
る
。
電
車
は
駅
舎
の
な
い
小
駅
に
も
ひ
と
つ
ひ
と

つ
止
っ
て
、
い
か
に
も
田
舎
電
車
ら
し
く
山
に
囲
ま
れ
た
平
野
を
ゆ

っ
く
り
走
っ
て
行
っ
た
。
津
軽
富
士
と
言
わ
れ
る
岩
木
山
が
、
窓
外
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に
見
え
る
は
ず
だ
が
、
土
地
不
案
内
な
た
め
に
ど
れ
が
岩
木
山
な
の

か
わ
か
ら
な
か
っ
た
。

　
弘
前
か
ら
金
木
町
に
直
接
向
か
わ
ず
、
タ
ク
シ
ー
を
五
所
川
原
で

乗
り
す
て
た
の
は
、
実
は
こ
の
津
軽
鉄
道
に
乗
っ
て
み
た
か
っ
た
か

ら
で
あ
る
。
太
宰
治
も
例
の
「
津
軽
」
の
旅
で
は
、
　
「
青
森
の
港
に

着
い
た
の
は
午
後
の
三
時
、
そ
れ
か
ら
奥
羽
線
で
川
部
ま
で
行
き
、

川
部
で
五
能
線
に
乗
り
か
え
て
五
時
頃
五
所
川
原
に
着
き
、
そ
れ
か

ら
す
ぐ
津
軽
鉄
道
で
北
上
し
、
私
の
生
れ
た
士
地
の
金
木
町
に
着
い

た
時
に
は
、
も
う
薄
暗
く
な
っ
て
い
た
。
」
と
書
い
て
い
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
金
木
町
は
「
か
な
き
」
な
の
か
、
　
「
か
な
ぎ
」
な
の

か
、
以
前
か
ら
疑
問
に
思
っ
て
い
た
が
、
駅
の
看
板
に
「
民
＞
Z
＞
O
］

o力

|
｝
弓
H
O
Z
」
と
あ
る
の
を
見
て
、
や
っ
と
な
が
い
あ
い
だ
の
疑
問

が
解
け
た
。
駅
を
降
り
る
と
、
小
さ
い
な
が
ら
も
商
店
街
が
あ
り
、

タ
ク
シ
ー
も
並
ん
で
い
た
の
で
、
想
像
し
て
い
た
よ
り
も
町
ら
し
か

っ
た
。
た
だ
、
夏
休
み
に
な
る
と
、
女
子
大
生
た
ち
が
多
勢
や
っ
て

来
る
と
聞
い
て
い
た
が
、
八
月
の
初
め
だ
と
い
う
の
に
女
子
大
生
ら

し
き
グ
ル
ー
プ
を
あ
ま
り
見
か
け
な
か
っ
た
の
は
、
い
さ
さ
か
拍
子

抜
け
だ
っ
た
。
帰
り
の
タ
ク
シ
ー
の
運
転
手
の
話
で
も
、
最
近
は
す

っ
か
り
女
子
大
生
た
ち
は
訪
れ
な
く
な
っ
た
し
、
一
昔
ま
え
の
よ
う

に
、
太
宰
の
ゆ
か
り
の
地
を
タ
ク
シ
ー
で
巡
る
客
は
ほ
と
ん
ど
い
な

い
、
と
の
こ
と
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
わ
た
し
自
身
も
金
木
か
ら
弘

前
へ
は
ど
こ
に
も
寄
ら
ず
に
直
行
し
た
。

　
斜
陽
館
は
駅
前
の
通
り
を
歩
い
て
五
分
、
最
初
の
四
つ
角
を
右
に

折
れ
る
と
す
ぐ
に
、
斜
陽
館
と
書
か
れ
た
白
い
門
柱
が
目
に
入
る
。

ひ
と
き
わ
高
い
赤
い
レ
ン
ガ
塀
の
上
に
、
入
母
屋
造
り
の
こ
階
建
の

赤
い
屋
根
が
そ
び
え
た
つ
。
二
階
建
と
い
っ
て
も
、
屋
根
が
高
い

の
で
、
三
階
建
く
ら
い
の
感
じ
が
す
る
。
玄
関
を
入
っ
た
所
が
喫
茶

室
。
テ
ー
プ
ル
が
四
つ
五
つ
あ
り
、
奥
に
は
数
人
腰
か
け
ら
れ
る
カ

ゥ
ン
タ
ー
も
あ
る
。
壁
面
に
は
太
宰
の
写
真
や
、
著
名
な
来
訪
者
の

色
紙
が
貼
っ
て
あ
っ
た
。
こ
こ
は
昔
は
津
島
家
の
土
間
だ
っ
た
ら
し

い
。
一
階
の
畳
の
部
屋
は
四
つ
。
い
ず
れ
も
十
五
帖
く
ら
い
。
襖
を

は
ず
せ
ぱ
六
〇
帖
の
大
広
間
に
な
る
。
二
階
は
泊
り
客
専
用
の
た
め

見
ら
れ
な
か
っ
た
が
、
二
階
に
は
太
宰
治
が
使
っ
て
い
た
部
屋
が
あ

る
は
ず
だ
。

　
庭
は
池
や
灯
篭
の
あ
る
日
本
式
庭
園
。
古
木
が
う
っ
蒼
と
茂
っ
て

い
て
落
着
い
た
雰
囲
気
は
あ
る
も
の
の
、
卒
直
に
い
っ
て
津
軽
き
っ

て
の
素
封
家
に
し
て
は
家
も
庭
も
小
さ
い
と
思
っ
た
。
も
の
の
本
に

よ
る
と
、
敷
地
六
〇
〇
坪
、
建
坪
三
〇
〇
坪
と
い
う
の
は
、
わ
た
し

の
地
方
で
は
ざ
ら
に
あ
り
、
そ
の
地
方
き
っ
て
の
素
封
家
に
入
ら
な

い
。
せ
い
ぜ
い
小
地
主
だ
。
普
通
の
農
家
で
も
こ
の
半
分
く
ら
い
は

あ
る
。
ち
な
み
に
、
わ
た
し
の
家
は
地
主
で
も
小
作
で
も
な
く
、
あ

り
ふ
れ
た
自
作
農
だ
っ
た
が
、
敷
地
三
〇
〇
坪
、
家
は
平
屋
建
な
が

ら
約
百
坪
の
建
坪
が
あ
る
。
逆
に
い
え
ば
、
こ
の
程
度
の
家
屋
敷
が

あ
れ
ば
、
地
方
で
一
、
二
位
を
争
う
財
産
家
と
し
て
権
勢
を
語
る
こ
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と
が
で
き
た
と
こ
ろ
に
、
東
北
地
方
の
貧
し
さ
が
う
か
が
え
よ
う
。

冷
害
や
飢
饅
に
い
つ
も
悩
ま
さ
れ
、
身
売
り
や
出
か
せ
ぎ
を
余
儀
な

く
さ
れ
た
か
つ
て
の
東
北
の
貧
し
さ
ー
、
そ
の
貧
し
さ
を
く
い
も

の
に
し
、
高
利
貸
し
で
一
代
に
し
て
財
を
築
い
た
の
が
津
島
家
だ
っ

た
。
そ
し
て
、
そ
の
象
徴
が
成
金
趣
味
の
け
ぱ
け
ば
し
い
高
い
赤
い

屋
根
の
家
で
あ
り
、
土
地
を
収
奪
さ
れ
た
農
民
の
暴
動
を
恐
れ
た
堅

固
な
高
い
レ
ン
ガ
塀
で
あ
る
。
ひ
と
い
ち
ば
い
感
受
性
が
強
く
、
多

勢
の
兄
弟
の
な
か
で
た
だ
一
人
の
秀
才
で
あ
っ
た
太
宰
治
が
、
こ
う

し
た
家
の
成
り
た
ち
や
成
金
趣
味
に
心
を
痛
め
、
傷
つ
い
た
で
あ
ろ

う
こ
と
は
想
像
に
か
た
く
な
い
。

　
文
学
碑
の
建
っ
て
い
る
芦
野
公
園
ま
で
は
、
徒
歩
で
十
五
、
六
分

だ
と
聞
い
た
か
ら
、
地
獄
絵
を
子
ど
も
の
頃
に
見
た
と
「
思
ひ
出
」

の
な
か
で
語
っ
て
い
る
雲
祥
寺
の
前
を
通
っ
て
、
て
く
て
く
と
歩
い

て
出
か
け
た
が
、
と
て
も
十
五
、
六
分
で
は
着
か
な
か
っ
た
。
わ
た

し
の
足
で
三
十
分
以
上
は
か
か
っ
た
よ
う
な
気
が
す
る
。
な
に
し
ろ

電
車
で
も
一
区
間
あ
る
ほ
ど
だ
。
公
園
の
入
口
、
国
道
沿
い
に
し
ょ

う
し
ゃ
な
民
俗
資
料
館
が
最
近
で
き
て
、
こ
こ
に
は
太
宰
治
コ
ー
ナ

ー
も
あ
る
。
太
宰
が
着
用
し
た
和
服
や
愛
用
の
机
、
硯
箱
な
ど
の
遺

品
や
手
紙
類
が
陳
列
し
て
あ
っ
た
。
金
木
の
町
長
が
東
京
で
津
軽
鉄

道
の
芦
野
公
園
駅
の
切
符
を
求
め
、
そ
ん
な
駅
は
な
い
と
言
わ
れ
て

憤
然
と
し
た
と
い
う
逸
事
を
「
津
軽
」
で
書
い
て
い
る
芦
野
公
園
駅

は
、
林
の
な
か
に
あ
っ
て
う
っ
か
り
す
る
と
見
落
し
て
し
ま
う
。

「
踏
切
番
の
小
屋
く
ら
い
の
小
さ
い
駅
」
で
は
な
い
が
、
駅
員
は
一

人
か
二
人
し
か
見
か
け
な
か
っ
た
。

　
文
学
碑
は
駅
か
ら
さ
ら
に
数
分
、
公
園
の
奥
、
芦
野
湖
の
ほ
と
り

に
建
っ
て
い
た
。
台
座
は
高
さ
一
メ
ー
ト
ル
、
直
径
三
メ
ー
ト
ル
く

ら
い
の
円
型
。
側
面
は
石
垣
状
の
モ
ザ
イ
ク
。
碑
は
畳
一
枚
ほ
ど
の

黒
石
の
真
中
が
格
子
状
に
く
り
ぬ
か
れ
て
お
り
、
上
部
に
太
宰
治
、

下
部
に
「
撰
ば
れ
て
あ
る
こ
と
の
／
悦
慌
と
不
安
と
／
二
つ
わ
れ
に

あ
り
」
が
横
書
き
で
彫
っ
て
あ
る
。
そ
の
黒
石
板
を
囲
む
よ
う
に
、

幅
三
〇
セ
ン
チ
ほ
ど
の
や
は
り
石
垣
状
の
モ
ザ
イ
ク
。
た
だ
し
、
天

辺
は
金
属
製
の
炎
の
中
を
金
色
の
不
死
鳥
が
舞
っ
て
い
る
。
製
作
者

は
太
宰
と
同
郷
の
阿
部
合
成
氏
。
碑
隠
に
は
、
フ
ラ
ン
ス
語
の
原
詩

と
コ
Φ
O
O
・
朝
醒
」
の
文
字
が
刻
ん
で
あ
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
文

学
碑
と
し
て
は
、
斬
新
と
い
え
ば
斬
新
だ
が
、
作
者
の
製
作
意
図
は

理
解
に
苦
し
ん
だ
。
金
色
の
不
死
鳥
（
フ
ェ
ニ
ッ
ク
ス
）
は
と
も
か

く
、
牢
獄
の
格
子
は
文
学
碑
に
は
な
じ
ま
な
い
だ
ろ
う
。

　
芦
野
湖
に
最
近
つ
り
橋
が
か
か
り
、
そ
れ
を
渡
っ
て
対
岸
に
向
か

い
、
再
び
公
園
の
散
策
路
を
通
っ
て
芦
野
公
園
駅
に
行
っ
た
。
桜
の

シ
ー
ズ
ン
に
は
ボ
ー
ト
も
浮
か
ぶ
ら
し
い
が
、
ボ
ー
ト
は
湖
畔
に
あ

が
っ
た
ま
ま
だ
っ
た
。
芦
野
公
園
か
ら
金
木
ま
で
電
車
に
乗
り
、
金

木
か
ら
弘
前
城
ま
で
タ
ク
シ
ー
で
帰
っ
た
。
道
す
が
ら
話
し
込
ん
だ

若
い
運
転
手
の
津
軽
弁
に
は
閉
口
し
た
。
津
軽
弁
の
特
徴
の
一
つ
は

早
口
だ
と
聞
い
た
が
、
た
し
か
に
早
口
な
こ
と
が
い
っ
そ
う
理
解
し
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に
く
く
し
て
い
る
よ
う
だ
。
ふ
と
、
　
「
東
京
八
景
」
で
、
太
宰
が
東

京
に
は
じ
め
て
住
ん
だ
と
き
、
田
舎
者
と
笑
わ
れ
は
せ
ぬ
か
と
躊
躇

し
な
が
ら
、
乱
暴
な
自
嘲
の
口
調
で
東
京
地
図
を
買
い
求
め
た
と
書

い
て
い
る
の
を
思
い
出
し
た
。
気
ど
り
や
の
太
宰
の
津
軽
弁
は
ど
ん

な
口
調
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
、
と
も
思
っ
た
り
し
て
弘
前
城
の
前
で

タ
ク
シ
τ
を
降
り
た
。

　
観
光
案
内
書
に
よ
れ
ば
、
弘
前
城
は
津
軽
藩
代
々
の
居
城
で
、
慶

長
十
六
年
（
一
六
一
一
）
に
建
っ
て
い
る
。
広
さ
は
、
東
西
六
一
ニ

メ
ー
ト
ル
、
南
北
九
四
七
メ
ー
ト
ル
、
三
重
に
堀
が
め
ぐ
ら
し
て
あ

る
。
現
在
も
天
守
閣
の
ほ
か
二
の
丸
に
、
辰
己
櫓
、
末
申
櫓
、
丑
寅

櫓
、
追
手
門
、
亀
甲
門
な
ど
の
城
門
が
あ
る
。
も
っ
と
も
、
い
ま
残

っ
て
い
る
天
守
閣
は
三
層
三
階
で
小
さ
い
。
弘
前
城
跡
・
弘
前
公
園

は
春
の
桜
ま
つ
り
、
秋
の
も
み
じ
ま
つ
り
、
冬
の
雪
ま
つ
り
で
に
ぎ

わ
う
と
い
う
。
あ
い
に
く
わ
た
し
の
訪
れ
た
の
は
夏
だ
っ
た
か
ら
、

桜
も
紅
葉
も
雪
も
見
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
が
、
お
堀
の
蓮
池
の

ピ
ン
ク
の
蓮
の
花
が
ち
ら
ほ
ら
目
に
着
い
た
。

　
弘
前
は
太
宰
が
高
校
時
代
の
三
年
間
を
過
ご
し
た
青
春
の
街
だ
。

「
私
は
秀
才
と
い
ふ
ぬ
き
さ
し
な
ら
ぬ
名
誉
の
た
め
に
、
ど
う
し
て

も
、
中
学
四
年
か
ら
高
等
学
校
へ
は
ひ
っ
て
見
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な

か
っ
た
」
　
（
「
思
ひ
出
」
）
彼
は
、
見
事
に
期
待
に
応
え
て
青
森
中

学
四
年
修
了
で
、
昭
和
二
年
四
月
、
弘
前
高
等
学
校
へ
入
学
、
遠
縁

に
あ
た
る
家
で
下
宿
生
活
を
送
っ
た
。
そ
し
て
高
較
生
の
分
際
で
義

太
夫
を
習
い
、
花
柳
界
に
も
出
入
り
し
て
青
森
の
芸
妓
と
な
じ
み
に

な
り
、
あ
げ
く
の
果
て
に
落
籍
ま
で
す
る
放
蕩
ぶ
り
を
示
し
た
。
そ

れ
で
い
な
が
ら
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ヤ
文
学
隆
盛
の
風
潮
に
迎
合
す
る
か

の
よ
う
に
、
　
『
細
胞
文
芸
』
を
創
刊
し
て
、
　
「
無
間
奈
落
」
を
発
表

し
た
り
、
学
外
の
『
座
標
』
に
は
「
地
主
一
代
」
や
「
学
生
群
」
を

寄
稿
し
て
、
地
主
階
級
を
告
発
し
学
生
の
ス
ト
ラ
イ
キ
を
支
持
す
る

小
説
を
書
い
て
い
た
。
が
、
ホ
ン
ネ
の
と
こ
ろ
で
は
中
学
時
代
か
ら

井
伏
鱒
二
に
傾
倒
し
、
東
大
進
学
で
上
京
し
て
彼
を
訪
ね
、
以
後
太

宰
が
井
伏
に
師
事
し
た
こ
と
は
、
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
と
お
り
で
あ

る
。
太
宰
が
「
ひ
と
り
で
弘
前
城
を
訪
れ
、
お
城
の
広
場
の
一
隅
に

立
っ
て
、
岩
木
山
を
眺
望
し
た
…
…
」
（
「
津
軽
」
）
と
い
う
あ
た
り
に

た
た
ず
ん
で
、
わ
た
し
は
彼
の
放
蕩
と
彷
裡
を
き
わ
め
た
弘
前
の
青

春
に
思
い
を
め
ぐ
ら
し
た
。
岩
木
山
は
空
が
か
す
ん
で
い
て
よ
く
見

え
な
か
っ
た
が
、
太
宰
が
過
ご
し
た
時
代
か
ら
五
十
年
後
の
発
展
し

た
弘
前
の
街
が
眼
下
に
広
が
っ
て
い
た
。

渋
民
・
盛
岡
ー
石
川
啄
木

　
弘
前
で
一
泊
し
て
次
の
日
の
朝
、
弘
南
鉄
道
の
バ
ス
で
十
和
田
湖

へ
向
か
う
。
定
期
観
光
バ
ス
の
な
か
は
、
太
宰
の
「
津
軽
」
の
一
節

の
朗
読
や
津
軽
三
味
線
を
バ
ッ
ク
に
し
た
津
軽
じ
ょ
ん
が
ら
節
が
流

れ
、
十
和
田
湖
輪
山
の
山
な
み
を
走
る
二
塒
間
余
は
快
適
だ
っ
士
。

一94一



〆

　
湖
畔
の
東
の
拠
点
、
子
の
口
に
昼
ち
か
く
に
着
き
、
三
十
分
毎
に
出

て
い
る
観
光
船
で
十
和
田
湖
観
光
の
中
心
地
・
休
屋
に
渡
る
。
遊
覧

船
で
十
和
田
湖
を
訪
れ
た
詩
人
や
歌
人
の
歌
を
な
ん
ど
も
聞
く
。
高

村
光
太
郎
の
「
湖
畔
の
乙
女
像
」
は
あ
ま
り
に
も
有
名
だ
が
、
与
謝

野
鉄
幹
・
晶
子
夫
妻
ま
で
も
が
こ
こ
に
遊
ん
だ
こ
と
は
初
め
て
知
っ

た
。
さ
す
が
に
休
屋
は
十
和
田
湖
観
光
客
で
に
ぎ
わ
っ
て
い
た
。
湖

畔
の
宿
で
一
夜
を
過
ご
し
、
翌
朝
は
や
く
、
花
輪
線
・
十
和
田
南
駅

へ
。
こ
ん
ど
は
国
鉄
パ
ス
で
あ
る
。
途
中
、
発
荷
峠
で
小
休
止
。
十

和
田
湖
を
見
お
ろ
し
、
遠
く
に
八
甲
田
連
峰
を
展
望
。
亡
く
な
っ
た

ば
か
り
の
、
新
田
次
郎
の
「
八
甲
田
山
死
の
彷
復
」
を
思
い
浮
か
べ

る
。
一
時
間
三
十
分
ほ
ど
で
十
和
田
南
駅
に
。
花
輪
線
は
、
奥
羽
本

線
・
大
館
と
東
北
本
線
・
好
摩
を
結
び
、
十
和
田
南
か
ら
好
摩
ま
で

は
急
行
で
約
二
時
間
。
こ
の
間
に
高
山
植
物
が
咲
き
乱
れ
て
い
る
こ

と
で
知
ら
れ
る
高
原
地
・
八
幡
平
が
あ
る
。

　
好
摩
は
東
北
本
線
で
は
渋
民
の
隣
り
の
駅
。
啄
木
の
時
代
に
は
渋

民
駅
が
な
か
っ
た
の
で
、
好
摩
か
ら
盛
岡
や
東
京
や
北
海
道
へ
旅
立

っ
た
と
い
う
。
駅
の
待
合
室
に
は
啄
木
の
写
真
や
拓
本
が
飾
っ
て
あ

り
、
駅
前
に
は
啄
木
め
ぐ
り
の
案
内
板
が
建
っ
て
い
る
。
近
く
に
は

「
霧
ふ
か
き
好
摩
の
原
の
／
停
車
場
の
／
朝
の
虫
こ
そ
す
ず
う
な
り

け
れ
」
の
歌
碑
も
あ
り
、
ま
さ
に
啄
木
一
色
だ
。
駅
前
の
タ
ク
シ
ー

に
啄
木
ゆ
か
り
の
地
の
案
内
を
頼
む
。
五
十
才
を
過
ぎ
た
初
老
の
運

転
手
に
最
初
に
案
内
さ
れ
た
の
が
、
北
上
川
畔
の
小
高
い
丘
。
例
の

や
は
ら
か
に
柳
あ
を
め
る

北
上
の
岸
辺
目
に
見
ゆ

泣
け
と
ご
と
く
に

の
歌
碑
が
建
っ
て
い
る
。
身
の
丈
ご
倍
も
あ
る
ほ
ど
の
、
大
き
な
自

然
石
が
長
方
形
に
く
り
ぬ
か
れ
、
そ
こ
に
活
字
体
で
歌
が
刻
ん
で
あ

る
。
大
正
十
一
年
四
月
、
啄
木
十
回
忌
に
建
て
ら
れ
た
と
い
う
だ
け

に
、
風
雪
に
た
え
た
年
輪
が
碑
に
し
み
こ
ん
で
い
る
。
背
後
の
雄
大

な
岩
手
山
も
眼
下
の
ゆ
っ
た
り
と
し
た
北
上
川
も
、
こ
の
碑
の
背
景

に
似
つ
か
わ
し
い
。

　
歌
碑
の
あ
る
丘
か
ら
車
で
十
分
。
小
さ
い
山
の
中
腹
に
石
川
啄
木

記
念
館
が
あ
り
、
旧
渋
民
小
学
校
や
代
用
教
員
時
代
の
止
宿
先
も
移

転
復
元
し
て
あ
る
。
渋
民
小
学
校
は
木
造
二
階
建
一
棟
。
一
階
は
職

員
室
や
用
務
員
室
や
集
会
場
。
二
階
が
教
室
二
つ
。
古
び
た
黒
板
に

壊
れ
た
机
が
十
数
個
。
窓
が
少
な
く
天
井
が
低
い
の
で
貧
し
く
暗
い

印
象
を
与
え
る
。
渋
民
小
学
校
は
彼
の
母
校
で
あ
り
、
啄
木
二
十
一

才
の
一
年
間
、
代
用
教
員
を
務
め
た
学
校
で
も
あ
る
。
　
「
そ
の
か
み

の
神
童
の
名
の
／
か
な
し
さ
よ
／
ふ
る
さ
と
に
来
て
泣
く
は
そ
の
こ

と
」
と
詠
ん
だ
啄
木
の
顔
が
浮
か
ぶ
。

　
明
治
三
十
九
年
三
月
、
新
妻
と
老
母
を
連
れ
て
盛
岡
か
ら
渋
民
村

に
帰
っ
た
啄
木
一
家
が
借
り
た
農
家
は
わ
ら
ぶ
き
の
小
さ
な
二
階
家

だ
。
　
「
不
取
敢
机
を
据
え
た
の
は
六
畳
澗
。
：
・
・
：
こ
の
一
室
は
、
我

一
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が
書
斎
で
、
叉
三
人
の
寝
室
、
食
堂
、
応
接
室
、
す
べ
て
を
兼
ね
る

の
で
あ
る
」
と
、
引
起
し
て
来
た
三
月
四
日
の
「
渋
民
日
記
」
に
書

い
て
い
る
。
　
つ
い
で
、
十
年
ま
え
に
開
館
し
た
平
屋
建
の
記
念
館

へ
。
例
に
よ
っ
て
啄
木
の
遣
品
、
書
簡
、
原
稿
、
著
書
な
ど
が
陳
列

し
て
あ
る
。
裏
手
に
啄
木
が
幼
少
期
を
過
ご
し
た
宝
徳
寺
。
境
内
の

ひ
ぱ
の
老
木
の
下
に
「
ふ
る
さ
と
の
寺
の
畔
の
／
ひ
ば
の
木
の
／
い

た
だ
き
に
来
て
哺
き
し
閑
古
鳥
／
」
の
歌
碑
。

　
啄
木
が
出
生
し
た
常
光
寺
は
、
記
念
館
か
ら
さ
ら
に
山
奥
へ
八
キ

ロ
入
っ
た
田
舎
び
た
所
に
あ
る
。
が
、
寺
そ
の
も
の
は
近
代
風
に
再

建
さ
れ
て
往
時
の
面
影
は
な
い
。
　
「
啄
木
生
誕
の
地
常
光
寺
」
の
白

い
標
柱
だ
け
が
、
啄
木
と
の
由
縁
を
語
っ
て
い
る
。
年
譜
に
よ
れ
ば

明
治
十
九
年
二
月
二
十
日
（
異
説
あ
り
）
に
こ
の
地
で
生
ま
れ
、
一

年
あ
ま
り
で
常
光
寺
に
移
っ
て
い
る
よ
う
だ
。
　
「
か
に
か
く
に
渋
民

村
は
恋
し
か
り
／
お
も
ひ
で
の
山
／
お
も
ひ
で
の
川
」
を
あ
と
に
、

そ
の
ま
ま
タ
ク
シ
ー
で
盛
岡
へ
行
っ
た
。
駅
前
の
そ
ば
屋
で
名
物
の

わ
ん
こ
そ
ば
を
食
べ
た
が
、
二
十
ぽ
い
く
ら
い
で
ダ
ウ
ン
。
お
世
辞

に
も
う
ま
い
と
は
思
え
ず
、
口
直
し
に
ほ
か
の
も
の
を
も
う
一
度
注

文
し
た
。

　
盛
岡
は
啄
木
の
第
二
の
ふ
る
さ
と
で
あ
る
。
明
治
二
十
八
年
三
月

渋
民
尋
常
小
学
校
を
首
席
で
卒
業
し
た
啄
木
は
、
四
月
、
盛
岡
高
等

小
学
校
へ
入
学
し
、
三
十
一
年
盛
岡
中
学
校
へ
進
学
、
三
十
五
年
十

月
同
校
を
退
学
す
る
ま
で
の
七
年
間
と
、
三
十
八
年
六
月
か
ら
九
力

月
ば
か
り
新
婚
生
活
を
盛
岡
で
お
く
ワ
て
い
る
。
盛
岡
中
学
校
で
、

金
田
一
京
助
に
出
会
い
、
野
村
胡
堂
を
識
っ
て
文
学
を
語
り
、
　
『
明

星
』
に
投
稿
し
た
短
歌
が
載
っ
て
文
学
を
志
し
、
盛
岡
女
学
校
の
堀

合
節
子
を
見
そ
め
て
激
し
い
恋
に
燃
え
た
の
も
、
こ
こ
盛
岡
で
あ
っ

た
。
貧
困
と
病
苦
に
さ
い
な
ま
れ
、
波
乱
に
み
ち
た
短
い
生
涯
の
な

か
で
、
啄
木
の
唯
一
の
希
望
と
誇
り
の
時
代
は
こ
の
盛
岡
時
代
1

と
り
わ
け
盛
岡
中
学
校
の
四
年
有
余
で
あ
ろ
う
。

　
啄
木
が
六
年
間
の
恋
を
実
ら
せ
、
堀
合
節
子
と
新
居
を
構
え
、
た

っ
た
二
十
日
あ
ま
り
だ
っ
た
が
新
婚
生
活
を
す
ご
し
た
家
が
、
駅
か

ら
あ
ま
り
遠
く
な
い
中
央
三
丁
目
（
旧
・
盛
岡
市
惟
子
小
路
）
に
あ

る
。
こ
の
家
は
も
と
足
軽
屋
敷
だ
っ
た
と
か
で
、
玄
関
を
入
っ
た
二

間
、
八
畳
と
四
畳
半
を
借
り
て
啄
木
の
両
親
と
妹
と
新
婚
夫
妻
が
同

居
し
た
。
四
畳
半
が
書
斎
。
た
だ
し
、
「
こ
の
室
に
起
居
を
同
う
す

る
者
三
人
あ
り
。
一
人
は
我
な
り
、
二
人
は
女
な
り
、
そ
の
内
の
一

人
は
妹
な
り
。
従
っ
て
三
脚
の
机
あ
り
。
…
…
」
（
「
我
が
四
畳
半
」
）

と
い
う
具
合
で
あ
っ
た
。
も
っ
と
も
部
屋
の
な
か
は
、
　
コ
間
半
の

古
格
子
附
い
た
る
窓
は
、
雨
雲
色
に
薫
ぶ
り
た
る
紙
障
子
四
枚
を
立

て
S
、
中
の
二
枚
に
硝
子
嵌
ま
り
、
日
夕
庭
の
青
葉
の
影
を
宿
し
て

曇
ら
ず
。
西
向
な
れ
ば
、
明
々
と
旭
日
に
照
ら
さ
る
s
事
な
く
て
、

（
略
）
窓
の
下
の
方
一
尺
五
寸
に
切
り
た
る
炉
あ
り
、
一
日
に
一
度

位
は
豆
大
の
火
種
も
な
く
な
り
て
、
煙
草
を
吸
ひ
つ
け
る
に
燐
寸
を

擦
る
事
は
あ
れ
ど
、
大
方
は
昼
も
夜
も
、
五
合
入
り
の
古
鉄
瓶
に
噌
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々
と
し
て
断
続
調
を
成
す
松
風
の
楽
を
聴
く
、
…
…
」
と
風
雅
の
趣

が
た
だ
よ
っ
て
い
る
。
そ
の
趣
は
い
ま
も
残
り
、
ラ
ン
プ
と
古
鉄
瓶

が
啄
木
の
新
婚
時
代
を
し
の
ば
せ
る
。
そ
れ
に
し
て
も
、
定
職
も
収

入
の
あ
て
も
な
く
、
し
か
も
両
親
や
妹
の
面
倒
ま
で
み
な
け
れ
ば
な

ら
ぬ
啄
木
が
、
た
と
え
激
し
い
恋
の
末
と
は
い
え
、
よ
く
も
結
婚
し

た
も
の
だ
と
感
心
し
た
。
ち
な
み
に
啄
木
は
ま
だ
二
十
才
だ
っ
た
。

「
先
ん
じ
て
恋
の
あ
ま
さ
と
／
か
な
し
さ
を
知
り
し
我
な
り
／
先
ん

じ
て
老
ゆ
」
に
は
、
ま
こ
と
に
早
熟
多
感
な
啄
木
像
が
ほ
う
ふ
つ
と

し
て
く
る
。

　
盛
岡
城
跡
に
は
天
守
閣
も
城
門
も
な
い
が
、
石
垣
が
高
く
入
り
組

ん
で
お
り
、
老
樹
が
お
い
繁
っ
て
い
る
の
で
い
か
に
も
城
跡
の
感
じ

が
す
る
。
盛
岡
城
は
別
名
、
不
来
方
城
、
南
部
藩
の
居
城
で
あ
る
。

も
と
も
と
こ
の
地
を
不
来
方
と
い
っ
た
の
を
、
「
盛
り
あ
が
り
栄
え

る
岡
」
の
祈
願
を
こ
め
て
盛
岡
と
改
称
さ
れ
た
こ
と
を
ガ
イ
ド
ブ
ッ

ク
で
知
っ
た
。
城
跡
は
岩
手
公
園
に
な
っ
て
お
り
、
啄
木
の
歌
碑
の

ほ
か
に
宮
沢
賢
治
と
新
渡
部
稲
造
の
碑
も
建
っ
て
い
る
。
啄
木
の
歌

碑
は
高
さ
一
メ
ー
ト
ル
く
ら
い
で
小
さ
い
。
自
然
石
に
色
紙
板
の
銅

板
が
は
め
込
ま
れ
、
金
田
一
京
助
の
筆
に
な
る
歌
が
刻
ん
で
あ
る
。

歌
は
い
う
ま
で
も
な
く
1

　
　
　
不
来
方
の
お
城
の
草
に
寝
こ
ろ
び
て

　
　
　
空
に
吸
は
れ
し

　
　
　
十
五
の
心

昭
和
三
十
年
十
月
、
啄
木
生
誕
七
十
年
を
記
念
し
て
盛
岡
啄
木
会
が

建
て
た
。
小
じ
ん
ま
り
と
し
て
い
て
城
跡
に
ふ
さ
わ
し
い
風
格
が
感

じ
ら
れ
た
。

花
巻
ー
賢
治
・
光
太
郎

　
盛
岡
駅
を
発
っ
た
の
が
三
時
過
ぎ
で
あ
っ
た
か
ら
、
花
巻
駅
に
着

い
た
と
き
に
は
四
時
を
ま
わ
っ
て
い
た
。
花
巻
は
宮
沢
賢
治
の
ふ
る

さ
と
と
い
う
よ
り
も
、
盛
岡
中
学
と
盛
岡
高
等
農
林
学
校
の
学
生
時

代
を
除
い
て
花
巻
か
ら
ほ
と
ん
ど
外
へ
出
な
か
っ
た
の
で
、
こ
こ
は

賢
治
の
文
学
と
思
想
の
実
践
の
地
で
あ
る
。
そ
れ
だ
け
に
花
巻
に
は

賢
治
の
ゆ
か
り
の
場
所
は
多
い
が
、
時
間
が
な
く
て
「
雨
ニ
モ
マ
ケ

ズ
」
の
詩
碑
の
み
を
訪
ね
た
。
　
『
宮
沢
賢
治
の
碑
』
と
題
す
る
小
冊

子
に
は
、
花
巻
市
内
だ
け
で
も
七
ヵ
所
出
て
い
る
。
是
非
、
文
化
会

館
の
賢
治
常
設
展
と
花
巻
農
業
高
校
に
移
転
さ
れ
た
羅
須
地
人
協
会

の
建
物
は
見
て
お
き
た
か
っ
た
。

　
「
雨
ニ
モ
負
ケ
ズ
」
の
詩
碑
は
、
花
巻
駅
か
ら
南
へ
三
キ
ロ
、
花

巻
市
桜
町
に
あ
る
。
桜
町
と
は
し
ゃ
れ
た
名
前
だ
が
、
周
囲
は
田
畑

や
林
だ
。
碑
は
林
の
な
か
の
台
地
に
建
っ
て
い
る
。
高
さ
三
・
一
四

メ
ー
ト
ル
、
幅
一
・
四
一
メ
ー
ト
ル
。
昭
和
十
一
年
の
建
立
ら
し
く

古
め
か
し
い
。
碑
文
は
高
村
光
太
郎
が
書
い
た
「
雨
ニ
モ
負
ケ
ズ
」

の
後
半
部
。
碑
の
ま
わ
り
に
は
竹
垣
が
あ
り
、
碑
の
前
に
は
き
れ
い
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な
花
が
供
え
て
あ
っ
た
。

　
宮
沢
賢
治
が
こ
の
地
－
花
巻
郊
外
の
下
根
子
の
宮
沢
家
別
荘
で

独
居
自
炊
の
生
活
を
始
め
た
の
は
大
正
十
五
年
四
月
か
ら
で
あ
る
。

彼
は
四
年
余
奉
職
し
た
稗
貫
農
学
校
の
教
師
を
辞
め
、
附
近
を
開
墾

し
て
、
自
ら
農
耕
に
従
事
す
る
か
た
わ
ら
、
近
郊
の
農
民
た
ち
に
化

学
、
肥
料
、
土
壌
と
い
っ
た
科
目
を
講
義
し
、
稲
作
の
施
肥
や
冷
害

の
相
談
に
あ
つ
か
っ
て
東
奔
西
走
し
た
。
ま
た
、
　
「
も
っ
と
明
る
く

生
き
生
き
と
生
活
す
る
道
を
見
つ
け
た
い
」
と
「
農
民
芸
術
概
論
綱

要
」
を
説
き
、
「
芸
術
を
も
っ
て
灰
色
の
労
働
を
燃
や
せ
」
と
、
苛

酷
な
東
北
農
民
を
勇
気
づ
け
た
。
熱
心
な
日
蓮
信
者
だ
っ
た
彼
は
、

そ
の
宗
教
的
発
露
と
し
て
の
理
想
郷
を
夢
見
た
の
で
あ
る
。
だ
が
、

文
字
ど
お
り
、
　
「
東
二
病
気
ノ
コ
ド
モ
ア
レ
パ
行
ッ
テ
看
病
シ
テ
ヤ

リ
／
西
ニ
ツ
カ
レ
タ
母
ア
レ
バ
行
ッ
テ
ソ
ノ
稲
ノ
束
ヲ
負
ヒ
／
・
：
…
」

の
活
躍
が
病
を
招
い
て
療
養
を
余
儀
な
く
さ
れ
、
昭
和
三
年
八
月
両

親
の
も
と
に
帰
っ
た
。
そ
れ
か
ら
五
年
後
の
昭
和
八
年
九
月
二
十
一

日
、
三
十
八
才
の
生
涯
を
閉
じ
た
。
生
前
刊
行
さ
れ
た
著
書
は
詩
集

『
春
と
修
羅
』
第
一
集
と
童
話
集
『
注
文
の
多
い
料
理
店
』
の
二
冊
。

お
び
た
だ
し
い
詩
稿
や
童
話
は
ほ
と
ん
ど
死
後
刊
行
さ
れ
、
そ
の
評

価
は
詩
人
と
し
て
も
童
話
作
家
と
し
て
も
高
い
。
生
涯
を
地
方
に
あ

っ
て
農
民
と
と
も
に
暮
し
、
強
い
宗
教
的
自
制
心
で
禁
欲
生
活
を
お

く
っ
た
賢
治
の
生
き
ざ
ま
に
、
わ
た
し
は
胸
を
う
た
れ
る
思
い
に
か

ら
れ
、
詩
碑
に
手
を
合
せ
合
掌
し
て
そ
こ
を
去
っ
た
。

　
花
巻
温
泉
で
一
泊
し
た
あ
く
る
日
の
朝
、
花
巻
温
泉
と
花
巻
駅
の

中
間
に
あ
る
、
高
村
山
荘
と
高
村
光
太
郎
記
念
館
に
寄
っ
た
。
高
村

光
太
郎
が
東
京
の
空
襲
で
家
を
焼
か
れ
、
宮
沢
賢
治
の
縁
で
花
巻
へ

や
っ
て
き
た
の
は
昭
和
二
十
年
五
月
で
あ
っ
た
。
当
初
宮
沢
宅
や
地

元
の
医
者
、
佐
藤
隆
房
宅
に
寄
遇
し
て
い
た
が
、
十
一
月
、
郊
外
の

山
里
に
移
り
、
建
設
現
場
の
飯
場
小
屋
だ
っ
た
と
い
う
粗
末
な
山
荘

で
独
居
の
生
活
を
始
め
た
。
記
念
館
発
行
の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
で
「
高

村
光
太
郎
は
、
こ
の
地
に
お
い
て
、
素
材
の
柱
と
梁
、
杉
皮
葺
の
屋

根
、
障
子
一
重
の
窓
、
荒
壁
、
畳
三
畳
半
の
山
小
屋
で
、
光
太
郎
の

い
う
山
居
七
年
の
孤
独
の
生
活
を
し
て
お
っ
た
。
厳
冬
零
下
二
〇
度

吹
雪
の
夜
は
寝
て
い
る
顔
に
雪
が
か
か
り
、
生
き
て
い
る
も
の
は
自

ら
と
幾
匹
か
の
鼠
と
だ
け
の
夜
を
暮
ら
し
、
鼠
の
害
に
会
い
毒
物
を

お
い
て
悔
恨
し
、
炎
暑
の
夏
に
は
虻
や
ぶ
よ
に
さ
い
な
ま
れ
る
自
耕

に
身
を
ゆ
だ
ね
、
自
洗
自
炊
の
巌
し
き
毎
日
で
あ
っ
た
。
」
と
、
前

述
佐
藤
隆
房
は
記
し
て
い
る
。
山
荘
は
あ
ば
ら
屋
の
ま
ま
の
形
を
残

し
、
そ
れ
を
す
っ
ぽ
り
、
納
屋
風
の
鉄
骨
造
り
の
建
物
が
包
ん
で
い

る
。　

建
物
の
な
か
は
回
廊
風
に
な
っ
て
い
て
、
小
屋
の
内
部
が
ガ
ラ
ス

越
し
に
見
え
る
。
篭
が
二
つ
三
つ
、
背
負
子
や
縄
、
ガ
ラ
ス
瓶
と
土

瓶
が
数
個
、
麻
袋
や
木
箱
な
ど
が
乱
雑
に
置
い
て
あ
り
、
ラ
ン
プ
が

ぶ
ら
さ
が
っ
て
い
る
。
光
太
郎
の
雪
の
山
荘
の
わ
び
し
い
生
活
が
ひ

し
ひ
し
と
伝
わ
っ
て
く
る
。
戦
時
中
、
各
地
に
疎
開
し
た
文
学
者
た
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ち
も
、
終
戦
と
と
も
に
東
京
に
帰
っ
て
行
っ
た
の
に
、
光
太
郎
は
な

ぜ
こ
ん
な
山
奥
に
七
年
間
も
と
ど
ま
っ
た
の
か
。
　
「
暗
愚
小
伝
」
に

詠
ん
だ
よ
う
に
、
戦
時
下
の
行
動
を
自
か
ら
指
弾
し
、
鞭
う
つ
た
め

に
か
よ
う
な
山
中
で
孤
独
と
貧
し
さ
に
た
え
た
と
し
た
ら
、
あ
ま
り

に
自
己
に
き
び
し
く
い
た
ま
し
い
で
は
な
い
か
。

　
山
荘
の
近
く
に
は
昭
和
四
十
一
年
に
建
っ
た
高
村
光
太
郎
記
念
館

が
あ
る
。
切
妻
屋
根
の
民
家
風
で
、
玄
関
が
格
子
戸
に
な
っ
て
い
る

の
が
印
象
的
だ
っ
た
。
手
ま
え
に
詩
碑
が
あ
る
。
横
た
わ
っ
た
自
然

石
に
原
稿
用
紙
に
書
い
た
ま
ま
の
「
雪
白
く
積
め
り
」
を
陽
刻
し
た

銅
板
が
は
め
て
あ
る
。
館
内
に
は
七
年
間
の
山
荘
生
活
を
物
語
る
愛

用
品
、
写
真
、
色
紙
、
原
稿
な
ど
が
展
示
し
て
あ
る
。
智
恵
子
遣
作

の
切
抜
絵
が
目
を
引
い
た
。
記
念
館
の
裏
山
の
中
腹
に
は
、
智
恵
子

展
望
台
の
標
柱
も
建
っ
て
い
る
。
光
太
郎
は
こ
こ
に
来
て
は
智
恵
子

を
偲
ん
だ
の
で
あ
ろ
う
か
。
　
「
智
恵
子
は
死
ん
で
よ
み
が
え
り
、
／

わ
た
く
し
の
肉
に
宿
っ
て
こ
こ
に
生
き
、
／
か
く
の
如
き
山
川
草
木

に
ま
み
れ
て
よ
ろ
こ
ぶ
。
」
と
詠
み
、
　
「
わ
た
く
し
の
心
は
賑
ひ
、

／
山
林
孤
楼
上
と
人
の
い
ふ
／
小
さ
な
山
小
屋
の
囲
炉
裏
に
居
て
／

こ
こ
を
地
上
の
メ
ト
ロ
ポ
オ
ル
と
ひ
と
り
思
ふ
。
」
と
「
メ
ト
ロ
ポ

オ
ル
」
で
結
ん
で
い
る
。

　
こ
の
日
の
午
後
は
花
巻
か
ら
一
ノ
関
へ
出
て
中
尊
寺
へ
行
っ
た
。

平
泉
の
中
尊
寺
と
い
え
ば
、
義
経
伝
説
と
「
奥
の
細
道
」
が
思
い
起

こ
さ
れ
、
　
「
夏
草
や
兵
ど
も
が
夢
の
跡
」
の
句
碑
が
中
尊
寺
の
ど
こ

か
に
あ
る
と
思
っ
て
探
し
た
が
見
つ
か
ら
ず
、
隣
り
の
毛
越
寺
に
建

っ
て
い
た
の
は
わ
た
し
に
と
っ
て
発
見
だ
っ
た
。
千
円
で
拓
本
を
一

枚
買
う
。
夕
方
、
仙
台
に
着
く
。
次
の
日
の
午
前
中
は
松
島
、
午
後

は
青
葉
城
跡
へ
出
か
け
る
。
こ
こ
に
島
崎
藤
村
と
土
井
晩
翠
の
碑
が

あ
る
。
藤
村
の
碑
は
昭
和
十
一
年
に
八
木
山
に
建
て
ら
れ
た
の
を
戦

後
に
な
っ
て
移
し
た
と
か
で
、
古
め
か
し
く
て
字
も
よ
く
読
め
な

い
。
あ
ま
り
知
ら
れ
て
い
な
い
「
草
枕
」
の
詩
の
一
節
が
彫
っ
て
あ

る
。
晩
翠
の
方
は
「
荒
城
の
月
」
。
昭
和
ご
十
七
年
八
月
十
一
日
に

建
て
ら
れ
た
が
、
そ
の
直
後
に
亡
く
な
っ
た
。
そ
ば
に
ブ
ロ
ン
ズ
の

胸
像
も
あ
る
。
津
軽
に
始
ま
っ
た
わ
た
し
の
東
北
文
学
旅
行
も
、
二

日
目
の
仙
台
の
夜
で
ピ
リ
オ
ド
を
打
っ
た
。
翌
日
、
盆
の
帰
省
客
で

い
っ
ぱ
い
の
全
日
空
機
で
小
牧
へ
帰
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
本
学
助
教
授
）
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