
　

故
郷
を
離
れ
て
都
会
に
生
活
す
る
人
が
、「
ふ
る
さ

と
の
風
景
」
と
し
て
思
い
浮
か
べ
る
も
の
は
何
だ
ろ

う
か
。
お
そ
ら
く
、
山
や
川
や
海
な
ど
の
豊
か
な
自

然
、田
畑
に
囲
ま
れ
た
素
朴
な
民
家
な
ど
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
ら
と
並
ん
で
、
木
造
の
学
校
校
舎
も
欠
か
す
こ

と
の
で
き
な
い
要
素
と
筆
者
は
考
え
る
。
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■
記
憶
の
中
の
木
造
校
舎

　

そ
れ
は
、
農
村
を
舞
台
と
し
た
テ
レ
ビ
Ｃ
Ｍ
に
、

木
造
校
舎
が
頻
出
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
間
違
い

は
な
か
ろ
う
。
最
近
で
も
大
手
通
信
会
社
や
運
送
会

社
の
Ｃ
Ｍ
が
す
ぐ
思
い
浮
か
ぶ
。
ま
た
、
各
地
の
木

造
校
舎
を
題
材
に
し
た
写
真
集
も
、
特
に
一
九
九
〇

年
代
以
降
に
多
数
出
版
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
メ

デ
ィ
ア
に
登
場
す
る
木
造
校
舎
は
、「
昔
な
が
ら
の
」

と
か
「
懐
か
し
の
」
と
い
う
形
容
詞
を
伴
っ
て
語
ら

れ
、
都
市
居
住
者
の
ノ
ス
タ
ル
ジ
ー
の
対
象
と
し
て

消
費
さ
れ
る
。
そ
の
結
果
、
実
際
の
農
村
出
身
者
の

み
な
ら
ず
、
農
村
生
活
を
直
接
体
験
し
た
こ
と
の
な

い
都
市
住
民
に
と
っ
て
も
、
木
造
校
舎
は
「
農
村
」、

「
故
郷
」、「
幼
少
時
」
な
ど
を
象
徴
す
る
存
在
と
し
て

確
固
た
る
位
置
を
占
め
続
け
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ

る
。
そ
う
し
た
意
味
で
、
農
村
の
木
造
校
舎
は
、 
茅 かや

 
葺 
屋
根
の
民
家
と
並
ん
で
、
農
村
の
象
徴
景
観
と
し

ぶ
き

て
の
価
値
は
非
常
に
高
い
と
筆
者
は
考
え
て
い
る
。
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■
古
き
良
き
学
び
舎

　

歴
史
が
蓄
積
さ
れ
た
古
い
学
校
校
舎
は
ど
れ
も
魅

力
的
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
都
市
部
に
お
け
る
戦
前

期
の
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
校
舎
に
み
ら
れ
る
、
他
を

圧
す
る
よ
う
な
威
容
に
は
、
当
時
の
先
端
を
走
る
誇

り
が
感
じ
ら
れ
る
。
現
在
保
存
が
図
ら
れ
つ
つ
あ
る

山
形
市
立
第
一
小
学
校
は
そ
の
好
例
と
い
え
よ
う
。

　

一
方
、
農
村
部
の
古
い
校
舎
は
た
い
て
い
木
造
で

あ
る
。
構
造
は
奇
を
て
ら
わ
な
い
、
シ
ン
プ
ル
な
長

方
形
で
あ
る
。
そ
れ
で
い
て
軒
や
階
段
の
手
す
り
な

ど
に
さ
り
げ
な
く
職
人
の
技
巧
が
凝
ら
さ
れ
て
い
る

こ
と
も
あ
る
。 
下  
見  
板  
張 
り
の
外
壁
に
は
、
時
が
染

し
た 

み 

い
た 

ば

み
込
ん
で
い
る
。
特
に
農
村
部
の
場
合
、
木
と
い
う

自
然
素
材
が
外
壁
に
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
よ

り
、
建
物
が
古
び
れ
ば
古
び
る
ほ
ど
、
ま
る
で
校
舎

そ
の
も
の
ま
で
自
然
の
一
部
で
あ
る
か
の
よ
う
に
周

囲
の
景
観
に
溶
け
込
ん
で
ゆ
く
の
で
あ
る
。

　

近
年
問
題
に
な
っ
て
い
る
シ
ッ
ク
ス
ク
ー
ル
問
題

も
、
こ
う
し
た
古
い
木
造
校
舎
の
場
合
、
後
か
ら
不

適
切
な
改
装
を
行
わ
な
い
限
り
は
、
縁
の
な
い
こ
と

で
あ
る
。
見
た
目
も
、
実
用
上
も
、
エ
コ
ロ
ジ
カ
ル

な
建
物
な
の
で
あ
る
。
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■
増
え
る
廃
校
と
そ
の
転
用

　

社
会
の
少
子
・
高
齢
化
に
伴
い
、
全
国
で
小
・
中

学
校
の
統
廃
合
が
進
ん
で
い
る
。
こ
れ
は
地
方
の
過

疎
地
域
の
み
な
ら
ず
、
東
京
な
ど
大
都
市
の
都
心
部

で
も
み
ら
れ
る
。
そ
こ
で
、
学
校
の
統
廃
合
に
よ
り

発
生
し
た
廃
校
舎
を
、
ど
う
転
活
用
し
て
い
く
か
が

重
要
な
課
題
と
な
っ
て
い
る
。
文
部
科
学
省
が
行
っ

た
調
査
に
よ
る
と
、
一
九
九
一
年
度
か
ら
二
〇
〇
一

年
度
ま
で
の
十
年
間
に
、
全
国
で
小
学
校
が
千
四
百

九
十
九
校
、中
学
校
が
四
百
七
十
六
校
廃
校
に
な
り
、

そ
の
八
割
以
上
が
何
ら
か
の
別
の
用
途
に
転
用
さ
れ

た
。最
も
多
い
の
は
社
会
教
育
施
設
や
体
育
施
設
で
、

自
然
体
験
施
設
な
ど
の
体
験
交
流
施
設
も
し
ば
し
ば

み
ら
れ
る
。
他
に
も
福
祉
施
設
や
ベ
ン
チ
ャ
ー
企
業

の
貸
事
務
所
に
な
っ
た
と
こ
ろ
も
あ
る
。
こ
う
し
た

中
で
同
省
は
、
公
立
小
・
中
・
高
校
の
特
色
あ
る
廃

校
活
用
事
例
を
「
廃
校
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
五
〇
選
」
と

し
て
選
定
し
た
。
選
定
対
象
は
、
あ
く
ま
で
既
存
施

設
の
利
用
に
限
定
し
、 
廃
校
時
の
建
物
が
解
体
撤
去

さ
れ
、
跡
地
に
別
途
新
築
さ
れ
た
施
設
の
み
を
用
い

て
い
る
事
例
は
除
い
て
い
る
。
こ
れ
は
、
新
規
施
設

の
建
設
と
比
較
し
た
場
合
の
コ
ス
ト
面
で
の
利
点
だ

け
で
な
く
、
建
物
の
歴
史
的
・
文
化
的
価
値
や
、
住
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民
が
愛
着
を
持
つ
地
区
の
シ
ン
ボ
ル
と
し
て
の
価
値

を
考
慮
す
る
必
要
が
あ
る
と
い
う
考
え
方
の
反
映
で

も
あ
る
。
ち
な
み
に
こ
の
「
五
〇
選
」
に
は
、
山
形

県
か
ら
は
、
白
鷹
町
と
酒
田
市
か
ら
各
々
一
件
ず
つ

選
出
さ
れ
て
い
る
。

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
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■
木
造
校
舎
と
い
う
身
近
な
宝

　

山
形
県
の
生
徒
・
児
童
数
は
、
図
１
に
示
し
た
よ

う
に
、
第
二
次
ベ
ビ
ー
ブ
ー
ム
の
一
時
期
を
除
き
減

少
を
続
け
て
い
る
。
そ
れ
に
対
応
し
て
小
・
中
学
校

も
統
廃
合
が
進
み
、
平
成
十
五
年
に
は
、
三
十
八
年

前
の
昭
和
四
十
年
に
比
べ
小
学
校
は
約
三
割
減
の
三

百
六
十
七
校
、
中
学
校
は
四
割
弱
減
の
百
三
十
五
校

と
な
っ
た
。
さ
ら
に
平
成
十
六
年
三
月
に
は
、
村
山

市
の
三
つ
の
中
学
校
が
統
合
さ
れ
た
。

　

こ
う
し
た
統
廃
合
の
過
程
で
当
然
多
く
の
廃
校
舎

が
生
ま
れ
た
。
筆
者
の
鶴
岡
市
の
住
居
近
く
に
も
、

平
成
九
年
に
廃
校
に
な
っ
た
麗
し
い
木
造
校
舎
が

残
っ
て
い
る（
旧
鶴
岡
市
立
西
郷
中
学
校
）。
筆
者
自

身
、
木
造
校
舎
が
ほ
と
ん
ど
絶
滅
し
た
東
京
か
ら
移

住
し
て
き
た
た
め
、
そ
れ
に
対
し
て 
は
憧
れ 
が
先
立

あ
こ
が

ち
、
冬
季
の
厳
し
さ
な
ど
の
不
利
な
点
を
十
分
認
識

し
て
い
な
い
こ
と
は
わ
か
っ
て
い
る
。
し
か
し
正
直

な
と
こ
ろ
、
初
め
て
そ
の
廃
校
舎
を
見
た
と
き
は
、

宝
物
が
さ
り
げ
な
く 
野  
辺 
に
置
か
れ
て
い
る
、
と

の 

べ

い
っ
た
風
情
に
息
を
の
ん
だ
。
何
十
年
も
の
歴
史
を

刻
ん
だ
風
格
と
、
不
良
少
年
も
グ
レ 
甲  
斐 
の
な
さ
そ

が 

い

う
な
の
ど
か
さ
と
が
、
絶
妙
に
調
和
を
み
せ
る
た
た

ず
ま
い
は
、
ま
さ
に 
垂
涎 
の
逸
品
。
も
し
中
学
生
に

す
い
ぜ
ん

戻
っ
て
こ
こ
で
勉
強
で
き
る
な
ら
冬
寒
く
て
も
我
慢

で
き
る
と
思
っ
た
。
と
こ
ろ
が
地
元
住
民
組
織
の
広

報
紙
を
見
る
と
、
こ
の
旧
校
舎
は
老
朽
化
し
危
険
で

あ
る
、
暴
走
族
の
た
ま
り
場
に
な
る
恐
れ
も
あ
る
の

で
早
く
撤
去
し
て
ほ
し
い
、
と
の
声
が
掲
載
さ
れ
て

い
た
。
自
分
の
見
方
は
や
は
り
外
来
者
の
そ
れ
で

あ
っ
た
か
と
思
い
知
り
つ
つ
も
、
そ
の
ま
ま
の
校
舎

を
な
ん
と
か 
活 
か
す
可
能
性
が
模
索
で
き
な
い
も
の

い

か
、
と
い
う
さ
さ
や
か
な
想
い
は
消
え
な
い
。
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■
地
域
の
核
と
し
て
の
学
校

　

小
・
中
学
校
は
地
域
社
会
の
核
の
一
つ
と
し
て
機

能
し
、運
動
会
な
ど
の
行
事
や
地
域
活
動
を
通
じ
て
、

世
代
を
超
え
た
住
民
の
交
流
の
場
を
提
供
す
る
。
特

に
農
村
部
で
は
そ
の
傾
向
が
強
い
。
た
と
え
従
来
の

小
・
中
学
校
と
し
て
の
役
割
は
終
え
た
と
し
て
も
、

な
お
人
が
集
ま
り
、
に
ぎ
わ
う
場
所
で
あ
っ
て
欲
し

い
。
そ
ん
な
想
い
が
、
各
地
の
�
廃
校
リ
ニ
ュ
ー
ア

ル
�
の
事
例
か
ら
は
伝
わ
っ
て
く
る
。

　

こ
の
こ
と
は
、
農
村

の
景
観
の
一
要
素
で
あ

る
木
造
校
舎
を
考
え
る

う
え
で
も
、
重
要
な
点

を
含
ん
で
い
る
。
景
観

は
、
一
朝
一
夕
に
�
整

備
�
し
て
で
き
る
も
の

で
は
な
い
。
長
い
時
間

に
わ
た
る
個
々
の
景
観

要
素
の
積
み
上
げ
の
結

果
、
総
体
と
し
て
の
景

観
が
で
き
あ
が
る
の
で

あ
る
。
景
観
は
地
域
の

人
々
の
生
活
史
そ
の
も

の
で
あ
り
、
こ
の
意
味

で
や
は
り
木
造
校
舎
は

農
村
景
観
の
一
つ
の
象

徴
と
い
え
る
。
木
造
校

舎
を
生
か
す
こ
と
は
、

地
方
農
村
が
既
に
持
っ

て
い
る
価
値
を
よ
り
ア

ピ
ー
ル
す
る
一
つ
の
手

段
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
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図１　山形県の児童・生徒数と公立小中学校数
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図２　旧鶴岡市立西郷中学校（画・筆者）


