
　

東
北
を
語
る
と
き
に
最
初
に
口
を
つ
い
て
出
る
言
葉
が
「
自
然
」
で
あ
る
。

自
然
が
東
北
の
宝
で
あ
る
こ
と
に
間
違
い
は
な
い
が
、
同
時
に
自
然
は
全
国
に

満
遍
な
く
存
在
し
て
い
る
こ
と
も
考
慮
に
入
れ
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
北
海
道

か
ら
九
州
・
沖
縄
に
い
た
る
ま
で
郷
土
自
慢
を
尋
ね
た
ら
、
ま
ず
九
割
以
上
の

都
道
府
県
か
ら
「
豊
か
な
自
然
」
の
答
え
が
返
っ
て
く
る
だ
ろ
う
。

　

し
た
が
っ
て
、
東
北
の
自
然
を
全
国
に
ア
ピ
ー
ル
し
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
、

そ
の
独
自
性
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
他
の
地
域
と
差
別
化
で
き
る

自
然
に
つ
い
て
納
得
で
き
る
説
明
が
用
意
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

東
北
の
自
然
と
し
て
誇
れ
る
の
が
、落
葉
広
葉
樹
林
帯
特
有
の
四
季
の
変
化
、

ブ
ナ
や
コ
ナ
ラ
が
見
せ
る
春
の
若
葉
と
秋
の
紅
葉
の
美
し
さ
で
あ
る
こ
と
は
い

う
ま
で
も
な
い
。
ま
た
冬
山
の
枯
木
立
を
背
景
に
し
た
雪
景
色
も
山
水
画
の
趣

を 
湛 
え
て
感
動
的
で
あ
る
。
森
林
が
も
た
ら
す
有
用
財
も
多
い
。
し
か
し
、
森

た
た

林
の
豊
か
さ
だ
け
で
ア
ピ
ー
ル
す
る
の
で
は
、
ま
だ
ま
だ
東
北
の
自
然
を
十
分

に
語
り
つ
く
す
こ
と
に
な
ら
な
い
よ
う
に
思
う
。

　

そ
こ
で
、
森
林
と
と
も
に
東
北
の
自
然
資
源
と
し
て
特
筆
し
た
い
の
が
川
の

流
れ
で
あ
る
。
東
北
に
は
逐
一
固
有
名
詞
を
あ
げ
な
く
と
も
誰
も
が
知
っ
て
い

る
大
河
川
が
各
県
に
あ
り
、
流
域
面
積
の
広
さ
で
い
え
ば
、
上
位
十
五
位
ま
で

に
八
つ
の
河
川
が
入
っ
て
い
る（
含
む
新
潟
県
）。
ち
な
み
に
最
上
川
は
流
域
面

積
で
こ
そ
第
九
位
に
な
る
が
、
年
平
均
流
量
で
は
五
本
の
指
に
入
る
豊
か
な
川

で
あ
る
。

　

川
が
人
類
の
文
化
を
育
て
た
母
体
で
あ
る
な
ど
と
大
げ
さ
な
こ
と
を
い
う
つ

も
り
は
な
い
。
豊
か
な
水
の
流
れ
が
人
々
に
や
す
ら
ぎ
や
ゆ
と
り
の
心
情
を
与

え
、
そ
の
心
情
が
日
本
人
の
求
め
る
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
の
基
礎
に
あ
る
こ
と
を

考
え
れ
ば
、
川
の
流
れ
が
今
後
の
地
域
づ
く
り
に
か
な
り
重
要
な
役
割
を
占
め

て
く
る
こ
と
だ
け
を
言
え
ば
十
分
で
あ
る
。
東
北
の
大
河
川
は
単
に
観
光
や
環

境
保
全
上
の
資
源
と
し
て
期
待
さ
れ
る
だ
け
で
な
く
、
人
々
の
望
む
ラ
イ
フ
ス

タ
イ
ル
を
導
く
上
で
の
象
徴
と
し
て
の
意
味
づ
け
を
帯
び
て
こ
よ
う
。

　

東
北
の
河
川
に
つ
い
て
は
も
う
一
つ
注
目
す
べ
き
点
が
あ
る
。
試
み
に
日
本

地
図
を
広
げ
て
東
北
の
大
河
川
と
西
日
本
の
河
川
の
流
れ
の
方
向
を
見
比
べ
な

が
ら
、そ
れ
に
日
本
列
島
の
幹
線
交
通
体
系
を
重
ね
あ
わ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
。

い
う
ま
で
も
な
く
、
幹
線
交
通
体
系
は
西
日
本
で
は
東
西
を
、
東
日
本
で
は
南

北
を
基
軸
と
し
て
走
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
気
づ
く
の
が
、
西
日
本
で
は
幹
線
交

通
体
系
が
河
川
を
分
断
す
る
方
向
で
走
っ
て
い
る
が
、
東
北
で
は
大
河
川
と
平

行
し
て
走
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
事
実
は
自
然
と
人
間
の 
関 
わ
り
を
考

か
か

え
る
上
で
重
要
な
意
味
を
も
っ
て
く
る
。
な
ぜ
な
ら
、
東
北
で
は
河
川
と
い
う

自
然
の
流
れ
で
媒
介
さ
れ
る
生
活
文
化
の
連
鎖
と
、
近
代
文
明
の
所
産
で
あ
る

産
業
文
化
の
連
鎖
が
同
じ
方
向
を
と
る
た
め
に
、
両
者
の
機
能
を
結
合
し
た
連

携
軸
が
構
想
し
や
す
い
か
ら
で
あ
る
。
生
活
と
産
業
の
調
和
が
二
十
一
世
紀
社

会
像
と
し
て
望
ま
れ
て
い
る
こ
と
は
言
わ
ず
も
が
な
で
あ
る
。

　

私
た
ち
は
、経
済
成
長
の
た
め
に
あ
ま
り
に
も
ス
ピ
ー
ド
に
こ
だ
わ
り
過
ぎ
、

緩
や
か
な
流
れ
に
乗
っ
て
物
事
を
考
え
る
方
法
を
忘
れ
て
し
ま
っ
た
し
、
ま
た

そ
の
余
裕
を
失
っ
て
し
ま
っ
た
が
、東
北
の
大
河
川
と
幹
線
交
通
路
、生
活
圏
の

配
置
を
地
図
の
上
に
落
と
し
て
み
る
と
、
こ
こ
に
は
川
の
流
れ
を
人
々
の
思
考

回
路
の
中
に
取
り
組
む
知
恵
が
自
ず
か
ら
育
つ
仕
組
み
が
あ
っ
て
、
東
北
が
生

活
と
産
業
を
融
合
し
た
次
の
時
代
の
文
明
を
先
導
す
る
姿
が
ほ
の
見
え
て
く
る
。

　

自
然
と
歴
史
に
富
む
最
上
川
の
流
れ
を
基
軸
と
し
た
地
域
文
化
の
創
造
が
豊

か
な
山
形
県
を
つ
く
り
、
東
北
各
県
が
そ
れ
ぞ
れ
の
川
の
流
れ
を
生
か
す
こ
と

で
競
い
あ
い
、
そ
の
活
動
が
豊
か
な
東
北
を
つ
く
る
こ
と
を
期
待
し
て
い
る
。
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