
「富

嶽

百

景
」

論

i

太
宰
治
の

〈
距
離
の
と
り
方
>
1

三

谷

憲

正

は

じ

め

に

「
富
嶽
百
景
」
(『
文
体
』
昭
14

・
2
～
3
)
は
太
宰

の
作
品
の
中

で
も
、
殊
に

人
気
の
高
い
作
品
で
あ
る
。
そ
の
理
由
は
、
何
と
い
っ
て
も

「
ひ
ど
い
デ
カ
ダ

ン

で
、
そ
れ
に
、
性
格
破
産
者
」

の

「
太
宰
治
」
と
い
う
名

の

「私
」
が
、
周
囲
に

い
る

「
井
伏
鱒
二
」
や
、

「
お
見
合

ひ
」
相
手
の
娘
さ
ん
、
そ
の
母
堂
、
そ
し
て

茶
屋
の
お
ぼ
さ
ん
や
娘
さ
ん
に
励
ま
さ
れ
、

「声
援
」
を
送
ら
れ
る
こ
と
に
よ
り
、

人
並
み
の

「結
婚
」
が
で
き
る
明
る

い
世
界

へ
の
旅
立
ち
が
描
か
れ
て
い
る
か
ら

で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、

こ
の
よ
う
に
要
約
し
て
し
ま
う
と
、

こ
の
作
品
が
、
と
も

す

れ

ば

「
通
俗
的
」
な
、
改
悛

の
物
語
に
な

っ
て
し
ま
う
か
も
し
れ
な
い
。
多
分
そ
れ
は

作
者
自
身
も
感
じ
て
い
た
危
惧

で
も
あ

っ
た
ろ
う
。
で
は
そ
の
よ
う
な

「
俗

つ
ぽ

い
」
反
省
譚
に
陥
ら
ず
、
し
か
も
、
周
り
の
人

々
の
親
切
に

「
少
年

の
如

く
感

奮
」
す
る

「私
」

の
造
型
は
如
何
に
し
て
可
能
だ

っ
た
か
。
小
稿
の
目
的
は
、

こ

の
点
に
つ
い
て
の
探
究
に
あ
る
。
が
、
そ
の
前
に
以
下
の
よ
う
な
基
本
的
作
業
を

済
ま
せ
て
お
か
な
け
れ
ぼ
な
ら
な
い
。

一

『富
士
山
の
自
然
界
』
と

『
富
士
の
地
理
と
地
質
』

「富
嶽
百
景
」

の
冒
頭
部
分
は
、
周
知
の
よ
う
に
美
知
子
夫
人
の
父
、

つ
ま
り

太
宰
に
と

っ
て
は
岳
父
に
あ
た
る
石
原
初
太
郎
氏
の
著
作
の

一
節
を
借
用
し
て
書

か
れ
て
い
る
。

石
原
氏

の
著
作
と
し
て
は
、
『実
験
を
主
と
し
た
る
自
然
地
理
学
概
論
』
『文
化

と
自
然
科
学
』
『
実
験
地
理
学
通
論
』
『
小
学
校
地
理
書
付
図
読
み
方
と
実
習
方
』

等
、
教
育
者
ら
し
い
学
習
書

・
概
説
書
な
ど
が
あ
る
。
が
、

こ
こ
で
問
題
に
な
る

の
は
、
氏
が
大
正
十
年
、
そ
れ
ま
で
勤
務
し
て
い
た
広
島
高
等
師
範
学
校
を
退
官

し
、
県
嘱
託
と
し
て
故
郷

へ
帰

っ
て
か
ら
、
山
梨
県
の
自
然
や
地
理

・
地
質
に
関

し
て
書
い
た
著
作
で
あ
る
。
管
見
に
入

っ
た
も

の
と
し
て
は
、
次
の
よ
う
な
も
の

が
挙
げ
ら
れ
る
。
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『富
士
山
の
自
然
界
』

(大
14

・
6
東
京
宝
文
館
)

『富
士
の
地
理
と
地
質
』

(昭
3

・
9
東
京
古
今
書
院
)

『
日
蓮
上
人
鵜
飼
済
度
の
霊
蹟
と
笛
吹
川
河
床
の
転
変
』

(
昭
3

・
10
稿

11

頁
程

の
小
冊
子
)

『
甲
斐

の
名
勝
御
嶽
昇
仙
峡
と
其
奥
』

(昭
5

・
8
)

『
山
梨
県
名
木
誌
』

(昭
6

・
2
山
梨
県
)

『
日
本
地
理
大
系

中
部
編
(下
)
』

(昭
6

・
2
改
造
社

執
筆
分
担
さ
れ
て

い
る
)

な
お
こ
の
他
に
も

『
甲
府
盆
地
附
近

の
自
然
地
理
資
料
』

(石
原
初
太
郎
編
述
。

全
35
頁
の
小
冊
子
)
な
ど
が
あ
る
。

さ
て
、
こ
れ
ら
の
著
作
に

一
通
り
あ
た

っ
て
み
る
と
、
富
士
山
に
言
及
し
て
い

る
も
の
は
、

『
富
士
山
の
自
然
界
』
と

『富
士
の
地
理
と
地
質
』

の
二
つ
し
か
な

い
こ
と
が
わ
か
る
。
も

っ
と
も
既
に

こ
の
よ
う
な

一
連

の
作
業
は
先
学
山
内
祥
史

(　
)

氏
が
行
な

っ
て
い
る
の
だ
が
、
小
稿

の
展
開
上
、
今

一
度
確
認
し
て
お
き
た
く
思

(
2
)

う

。

と

い
う

の

は
、

法

橋

和

彦

氏

に
次

の
よ

う

な

論

が

あ

る

か

ら

で
も

あ

る
。

マ
マ

マ
マ

(
…
)
太
宰
が

「
陸
軍
の
実
測
図

に
よ

っ
て
東
西
及
南
北
に
断
面
図
を
作

っ
て

み
る
と
…
…
」
と
書
き
え
た
こ
と
の
知
恵
は
、

「
其
の
最
も
正
確
な
標
準
と
も

な
る
べ
き
も

の
は
、
実
測
図
か
ら
断
面
図
を
作
り
…
…
」
(『富
士
の
地
理
と
地

質
』
1

引
用
者
注
)
に
依
拠
し
た
も
の
と
考
え
て
、
ほ
ぼ
ま
ち
が
い
あ
る
ま

い
。

そ
し
て
こ
の
中
で
氏
は

「頂
角
」
に

つ
い
て

「太
宰
の
ノ
ー
ト
ま
ち
が
い
」

「
誤

写
」
と
述
べ
て
い
る
。
そ
の
後
、

こ
れ
を
受
け
、
例
え
ば
筑
摩
書
房
の
高
校
用
教

科
書

『現
代
文

改
訂
版
』
の
指
導
資
料
な
ど
毛
、

三
二

な
お
、
冒
頭
文
の
記
述
は
、
石
原
初
太
郎
著

『富
士
の
地
理
と
地
質
』
(『
富
士

の
研
究
総
書
目
』
全
六
巻
中
の
第
五
巻
、
古
今
書
院
、
昭
3

・
9
刊
)
に
よ

っ

た
と
思
わ
れ
る
が
、
太
宰
は
断
面
図
の
頂
角

の
東
西
と
南
北
を
取
り
違
え
て
誤

写
し
て
い
る
こ
と
、
ま
た
こ
の
著
者
こ
そ
は
本
編

で
婚
約
者
と
し
て
登
場
す
る

娘
さ
ん

(石
原
美
知
子
)
の
父
親
に
他
な
ら
な
い
こ
と
の
指
摘
が
あ
る
(…
)
。

と
し
て
、
前
出
の
法
橋
氏
の
論
文
を
掲
げ
て
い
る
。

し
か
し
、

『富
士
山
の
自
然
界
』

(以
下

『i

自
然
界
』
と
す
る
)
と

『富

士
の
地
理
と
地
質
』
(以
下

『-

地
理
と
地
質
』
)
の
二
著
作
を
読
み
比
べ
て
み

る
と
、

「富
嶽
百
景
」
が
借
用
し
て
い
る
の
は

『1

自
然
界
』
の
方

で
あ
る
こ

と
が
察
せ
ら
れ
る
。
以
下
に
述
べ
る
理
由
に
よ

っ
て

『ー

自
然
界
』
で
あ
る
こ

と

を

確
認

し

て
お

き

た

い
。

「
富
嶽
百
景
」

で
は
、
富
士
山
頂
の
角
度
を
次
の
よ
う
に
描
い
て
い
る
。

け
れ
ど
も
、
陸
軍
の
実
測
図
に
よ
つ
て
東
西
及
南
北
に
断
面
図
を
作

つ
て
み
る

と
、
東
西
縦
断
は
頂
角
、
百
二
十
四
度
と
な
り
、
南
北
は
百
十
七
度
で
あ
る
。

(
…
)
東
西
、
百
二
十
四
度
、
南
北
は
百
十
七
度
、
決
し
て
、
秀
抜
の
、
す
ら

と
高
い
山
で
は
な
い
。

(傍
線
引
用
者
、
以
下
同
じ
)

こ
の
よ
う
に
、
重
ね
て
東
西
と
南
北
の
縦
断
面
の
角
度
が
登
場
し
て
い
る
。

こ
れ

を
図
化
す
れ
ぼ
次
の
よ
う
に
な
る
。

つ
ま
り
、
東
西
に
横
に
切
る
、
と
い
う
こ
と
は
、
北
か
南
か
、
ど
ち
ら
か
ら
か

見
る
、
と
い
う

こ
と
で
あ
り
、
こ
こ
で
は
仮
り
に
南
か
ら
見
る
こ
と
に
す
る
。
そ

れ
は
ま
た
、
南
北
に
縦
に
切

っ
た
場
合
も
同
様
で
あ
り
、
こ
こ
で
は
東
か
ら
見
た

図
を
描
い
て
み
た
。



東

ω

北

南
②

　

西

図

こ

の
箇

所

は
、

『
i

自

然

界

』

で
は

ど
う

な

っ
て

い

る
だ

ろ

う

か

。

け
れ
ど
も
陸
軍

の
実
測
図
に
よ
り
て
東
西
及
南
北
に
断
面
図
を
作

つ
て
見
る
と
、

東
西
縦
断
は
頂
角
が
百
廿
四
度
と
な
り
、
南
北
は
百
十
七
度
で
あ
る
。
故
に
南

又
は
北
か
ら
見
る
と
き
は
東
又
は
西

か
ら
見
る
と
き
よ
り
は
幾
分

鈍

で
あ

る

(
…
)
(「富
士
山

の
形
態

一
頂
角
」

一
四
五
頁
)

の
如
く
で
あ
る
。
こ
れ
も
ま
た
図
化
し

て
み
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。

東西

ω

北

b

南
②

図

私
は
此
の
目
的

で
陸
地
測
量
部
五
万
分

一
の
地
図
で
、
吉
原
か
ら
山
頂
を
貫
き

す
　

て
小
御
嶽
に
至
る
南
北

の
も

の
と
、
須
走
か
ら
猪
の
頭
に
至
る
東
西
の
も
の
と

を
作

つ
て
見
た
。

之
に
よ
り
て
頂
角
を
測
る
に
、
前
者
は
百
二
十
四
度
と
な
り
、
後
者
は
是
よ
り

小
で
百
十
七
度
と
な
る
。

(…
)
是
れ
富
士
山
は
南
又
は
北
よ
り
見
た
方
が
、

東
又
は
西
よ
り
見
た
よ
り
頂
角
は
鋭
な
る
所
以
で
、
之
を
写
真
に
徴
す
る
に
、

鈴
川
付
近
か
ら
撮
影
し
た
も
の
は
断
面
図
の
通
り
百
十
七
度
、

(
......)

断
面
図
に
よ
る
富
士
の
頂
角

マ

マ

東
西
に
切
り
た
る
罐

翳

雙

噸

断
面
二

七
度

南
北
に
切
り
た
る
外
醐
囎
磁
勣
結
礪

断
面

一
二
四
度

写
真
に
依
り
て
測
り
た
る
頂
角

田
子
ノ
浦
鈴
川
付
近
よ
り
北
に
山
頂
を
望
む
も
の

一
一
七
度

(......)

こ
れ
を
ま
た
、
例
の
如
く
描
い
て
み
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。

須
走

西
猪

の
頭

(1)

1匕

纛

南
乙吉原(鈴川)

(2)

図 皿

 

で
は

『富
士
の
地
理
と
地
質
』
を
見

て
み
よ
う
。

「富

獄

百

景
」
論

こ

み

だ
け

こ
こ
で
言
う

「前
者
」
と
は

〈小
御
嶽
-

吉
原

"
南
北
に
切
る
〉
を
指
し
、

三
三



人

文

學

論

集

い

か
し
ら

「後
者
」
と
は

〈須
走
-

猪

の
頭

"
東
西
に
切
る
〉
を
指
し
て
い
る
こ
と
に
間

違

い
は
な
い
。
そ
れ
は
、

「断
面
図
に
よ
る
富
士
の
頂
角
」
の
項
に
も
合
致
す
る

か
ら
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
、
こ
こ
で
、
三
組
の
図
を
見
較

べ
て
み
よ
う
。
す
る
と
、

「
富
嶽
百

景
」
と

『1

自
然
界
』
は
同
じ
図
を
示
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

『1

地
理
と
地
質
』
は
前
二
者
と
逆
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

こ
の
こ
と
に
関
し
て
は
既
に
、
例
え
ぼ
相
馬
正

一
氏
が

『
評

伝

太

宰

治
第
三

(
4
)

部

』

の
中

で
、

や

は
り

『
1

自

然

界

』

を

引

き

、

同
様
の
こ
と
は
石
原
初
太
郎
の
も
う

一
つ
の
著
書

『富
士
の
地
理
と
地
質
』
に

も
書
か
れ
て
い
る
が
、
こ
ち
ら
の
方
は
実
測
さ
れ
た
断
面
図
の
東
西
と
南
北

の

角
度
が

『富
士
山

の
自
然
界
』
の
も
の
と
逆
に
記
載
さ
れ
て
い
る
。
(「中
期

の

方
法
」)

と
述
べ
て
い
る
。

で
は

『1

自
然
界
』
と

『1

地
理
と
地
質
』

の
う
ち
、
正
し
い
の
は
ど
ち

ら
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
点
に
関
し
、

長
年
富
士
山
の
地
質
等
と
取
り
組
ん
で
来
た

浜
野

一
彦
氏
か
ら
論
老
の
質
問
に
次

の
よ
う
な
回
答
を
戴
く
こ
と
が

で
き
た
。

富
士
山
の
地
形
断
面
は
地
質
学
的
な
立
場
か
ら
申
せ
ば
堆
積
物
は
偏
西
風
に
支

配
さ
れ
て
東
側
に
は
火
山
灰
の
堆
積
が
多
く
緩
傾
斜
地
形
と
な

っ
て
い
ま
す

ま
た
西
側
は
豪
雨
域
が
発
生
す
る
こ
と
が
多
く
浸
食
の
た
め
に
山
頂
近
く
は
大

沢
く
ず
れ
が
あ

っ
て
急
傾
斜
と
な

っ
て
い
ま
す

が
山
麓
に
は
扇
状
地
が
あ

っ

て
緩
傾
と
な

っ
て
い
ま
す

南
側
北
側
は
気
象
条
件
の
差
異
は
東
西
程
で
は
あ
り
ま
せ
ん

以
上
の
こ
と
か
ら
考
え
て
断
面
図
を
書
く
と
す
る
と

東
西
の
方
が
ゆ
る
や
か

三
四

で

南
北
の
方
が
急
峻
と
な
り
ま
す

し
か
し
地
形

の
傾
斜
は
断
面
図
を
書
く
と
き
の
視
点
の
位
置
で
傾
斜
は
い
く
ら

で
も
変

っ
て
き
ま
す

コ
ン
ピ

ュ
ー
タ
ー
で
立
体
図
を
作
図
さ
れ
る
と
き
に
山

頂
よ
り
高

い
位
置
に
視
点
を
お
き
ま
す
が

こ
の
と
き
は
高
く
す
れ
ぼ
す
る
ほ

ど
急
傾
斜
に
な
る
こ
と
ぽ
御
承
知
の
と
お
り
で
す

こ
の
場
合
は
作
図
の
上
か

ら
東
西
が
急
か
南
北
が
急
か
は
判
断
で
き
ま
せ
ん

.

通
常
無
限
遠
に
視
点
を
お
く
地
形
断
面
図
は
理
想
図
で
あ

っ
て
現
実
に
は
存
在

し
な
い
断
面
図
で
す
か
ら

こ
れ
を
基
準
に
し
て
山
頂
角
を
判
断
す
る
の
は
無

意
味
と
思

い
ま
す

太
宰
さ
ん
も
石
原
さ
ん
も
無
意
味
な
意
見
と
考
え
ま
す
が

し
か
し
富
士
山
の
斜
面
を
た
ど

っ
て
み
れ
ば

東
西
百
十
四
度

南
北
百
十
七

度
の
方
が
真
実
に
近
い
と
思

い
ま
す

お
手
紙
を
い
た
だ
い
て
か
ら

20
万
分

の
ー
で
断
面
図
を
書

い
て
み
ま
し
た

一
一
七
度
で
も

一
二
四
度
で
も
な
い
よ
う

で
す

ま
た
斜
面
は
曲
線
な
の
で
山

頂
角
は
基
点
に
よ

っ
て
い
く
ら
に
で
も
な
る
よ
う

で
す

(・.・)

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
東
西
の
断
面
が
広
く
、
南
北
の
方
が
狭
い
、
と
い
う

こ
と
に

な
る
。
浜
野
氏
が
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、

「
頂
角
」
と
い
う
概
念
に
余
り
意
味
が

な
い
と
し
て
も
、
実
際
上
は
、

『1

自
然
界
』
の
、

「
東
西
縦
断
は
頂
角
が
百

十
四
度
と
な
り
、
南
北
は
百
十
七
度
」
の
方
が
、
近
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

し
か
し
、
疑
問
は
ま
だ
残
る
。
石
原
氏
の
二
著
作
と
も
に
、
同

一
の
資
料
か
ら

書
か
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
が
、

『1

地
理
と
地
質
』
は
専
門
書
で
も
あ
る
の

で
、
ガ
イ
ド
ブ

ッ
ク
の
よ
う
な

『1

自
然
界
』
よ
り
も
、
非
常
に
詳
し
い
説
明

が
な
さ
れ
て
い
て
、
誤
植
や
と
り
違
え
が
あ
る
と
、
他

の
箇
所
と
矛
盾
を
生
じ
や

す

い
。
仮
り
に
、
先
の

「
前
者
」
と

「
後
者
」
が
入
れ
替
わ

っ
た
り
し
て
い
た
と



し
た
ら
、

「
断
面
図
に
よ
る
富
士
の
頂
角
」

の
項
に
抵
触
し
て
く
る
だ
ろ
う
し
、

ま
た

「
東
西
」
や

「南
北
」
を
逆
に
記
し
た
と
し
た
ら

「写
真
に
依
り
て
測
り
た

る
頂
角
」

の
項
で
も
同
じ
よ
う
に
間
違
え
な
け
れ
ぼ
、
す
ぐ
に
矛
盾
し
て
し
ま
う

の
で
あ
る
。
例
え
ぼ

「南
又
は
北
よ
り
見
た
方
が
、
東
又
は
西
よ
り
見
た
よ
り
頂

角
は
鋭
な
る
」

で
検
討
し
て
み
よ
う
。

「南
又
は
北
よ
り
見
」
る
と
は
、

〈東
ー

西
、
横
に
切
る
〉

こ
と
を
意
味
し
て
い
る

(図
皿
ω
)
。

こ
れ
は

「
一
一
七
度
」

で
あ
る
。
ま
た

「東
又
は
西
よ
り
見
」
る
と
は
、

〈北
i
南
、
縦
に
切
る
〉
の
で

あ
り
、
二

二
四
度
」
の
断
面
を
示
す

こ
と
に
な
る

(
図
皿
②
)
。
従

っ
て

〈東
-

西
、
横
に
切
る
〉
方
が

〈北
-
南
、
縦
に
切
る
〉
よ
り

「
鋭
な
る
」
こ
と
は
疑
い

な
い
。
も
し
、

こ
れ
を
間
違
え
た
と
す
る
と
、
次

々
に
間
違
え
て
い
か
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

つ
ま
り
、

「鈴
川
付
近

か
ら
撮
影
し
た
も
の
は
断
面
図
の
通
り
百
十

七
度
」

で
も
、

「鈴
川
」
は

「吉
原

(
田
子

ノ
浦
)」
に
あ
り
、

こ
こ
は
、

富
士

の
南
に
位
置
し
て
い
る
か
ら
、

〈東
-
西
、
横
に
切
る
〉
断
面
図
を
見
る
こ
と
に

な
る
が
、
そ
れ
が

「
百
十
七
度
」
な

の
で
あ
る
。
従

っ
て
こ
こ
も
間
違
わ
な
け
れ

ば
な
ら
な
く
な
る
。
あ
る
い
は
、

「
写
真
に
依
り
て
測
り
た
る
頂
角
」
の
所
で
も
、

「
田
子
ノ
浦
鈴
川
付
近
よ
り
北
に
山
頂
を
望
む
も
の

一
一
七
度
」
の
記
述
も
然

紅
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
考
え
て
み
る
と
、

「
東
西
」

「南
北
」
の

「頂
角
」
に
関
し
て
は
、

『i

地
理
と
地
質
』

の
方

で
取
り
違
え
を
す
る
の
は
、
難
し
い
こ
と
が
わ
か
る
。

し
か
し
、

一
方

『ー

自
然
界
』

で
は
、
記
述
も
わ
ず
か
数
行

し

か

な

く
、

「東
西
」
と

「南
北
」
を
入
れ
間
違

っ
た
頭
で

「南
又
は
北
か
ら
見
る
と
き
は
東

又
は
西
か
ら
見
る
と
き
よ
り
は
幾
分
鈍

で
あ
る
」
と
書
く
と
済
ん
で
し
ま
い
そ
う

で
あ
る
。
ま
た
、
折
り
込
み
と
し
て
つ
い
て
い
る
断
面
図
も
、
東
西
縦
断
の
方
に

「富

獄

百

景
」
論

の
み

「
一
二
四
度
」
の
記
入
が
あ
る
だ
け
で
、
も
う

一
つ
の
南
北
縦
断
に
は
角
度

の
記
載
が
な
い
、
な
ど
、

『-

地
理
と
地
質
』
に
較
べ
て
、
資
料
の
提
示
に
あ

い
ま
い
さ
が
残
ら
な
く
も
な
い
。

も

っ
と
も
、
地
質
学
的
な
意
味
で
の

「
富
士
の
頂
角
」
の
問
題
は
、
大
正
か
ら

昭
和
に
か
け
て
の
当
時

の
学
問
的
水
準
の
域
を
出
な
い
問
題
で
あ
る
冷
た
だ
こ
こ

で
避
け
て
通
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
は
、

「
富
嶽
百
景
」
が

『1

自
然
界
』
に

依

拠

し

た
、

と

い
う

点

で
あ

る
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の

『-

自
然
界
』
は
、
冒
頭
部
だ
け
に
使
わ
れ
て
い
る
の
で

は
な
い
。
そ
れ
は

「富
嶽
百
景
」
の
次
の
所
に
お
い
て
で
あ
る
。

こ
の
峠
は
、
甲
府
か
ら
東
海
道
に
出
る
鎌
倉
往
還
の
衝
に
当

つ
て
ゐ
て
、
北
面

ヘ

へ

も

富
士
の
代
表
観
望
台
で
あ
る
と
言
は
れ
、
こ
こ
か
ら
見
た
富
士
は
、
む
か
七
か

る

も

カ

ヘ

へ

ら
富
士
三
景
の

一
つ
に
か
ぞ

へ
ら
れ
て
ゐ
る
の
だ
さ
う
で
あ
る
が
、
私
は
、
あ

ん
ま
り
好
か
な
か
つ
た
。

(傍
点
引
用
者
、
以
下
同
じ
)

.
一
方

『-

自
然
界
』
(「
富
士
山
の
形
態

二
山
頂
の
形
状
」

一
五
三
頁
)
で

は
次

の
如
く
で
あ
る
。

御
坂
峠
は
北
面
富
士
の
代
表
観
望
台
で
、
(
...)
o
此
の
御
坂
峠
は
甲
府
か
ら
東

海
道
に
出
る
鎌
倉
往
還
の
衝
に
当
る
の
で
古
来
甲
州
富
士
見
三
景
の

一
に
算

へ

劃

人

口
に
膾

炙

す

る
所

で
あ

る

け
れ

ど
も

(
...)
o

傍
線
部
に
注
意
す
る
な
ら
ぼ
、
ほ
ぼ
同
文
が
そ
の
ま
ま
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
に

気
づ
く
。

な
お
確
認

の
た
め
に
、
、
『1

地
理
と
地
質
』
(「
第
五
章

富
士
山
の
形
態
」

七
七
頁
～
七
八
頁
)
と
照
ら
し
合
わ
せ
て
み
る
。

三
五



人

文

學

論

集

北
面

の
富
士
は
御
坂
峠
の
観
望
で
代
表
さ
れ
る
。
此
の
峠
は
甲
府
平
野
か
ら
東

海
道
に
通
ず
る
鎌
倉
往
還
の
衝
に
当
り
、
中
央
線
の
開
通
す
る
ま
で
は
往
来
相

応
に
繁
か
り
し
処
で
、
随

つ
て
此
処
か
ら
の
富
士
は
甲
州
に
於
け
る
富
士
見
三

景
の

一
つ
と
唱

へ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。

文
意
は
同
じ
よ
う
で
あ
る
の
だ
が
、
傍
線
部

「観
望
で
代
表
」
「
通
ず
る
」
「
唱

へ

ら
れ
た
」
と
い
っ
た
語
句
を
、
前
二
者
と
較
べ
て
み
れ
ぼ
、
そ
の
異
同
は
明
ら
か

で
あ
る
。

こ
の
箇
所
に
お
い
て
も
、

「富
嶽

百
景
」
は
、

『ー

地
理
と
地
質
』

で
は
な

く
、

『ー

自
然
界
』
の
方
に
依
拠

し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

ま
た
、

二
つ
の
著
作
を
読
み
比
べ
て
み
れ
ば
す
ぐ
わ
か
る
こ
と
だ
が
、

『1

自
然
界
』
の
方
は
、
新
書
版
大

の
大
き
さ
で
あ
り
、
内
容
も

一
般
向
け
の
も
の
で

あ
る
。

「
頂
角
」
の
所

で
引
用
し
た
よ
う
に
、
簡
単
に
数
値
の
結
果
だ
け
を
述
べ

る
に
と
ど
め
、
そ
の
過
程
は
省

い
て
あ
る
。
そ
の
分
だ
け

一
般
向
け
に
な

っ
て
い

る
の
だ
が
、
し
か
し
、
何
よ
り
も

こ
ち
ら
の
方
だ
と
思
わ
せ
る
の
は
、
そ
の
文
章

の
魅
力

で
あ
る
。
美
文
調

の
勾

い
が

し
な

い
で
も
な
い
が
、
と
も
あ
れ
、
文
に
意

を
注

い
で
書
か
れ
た
と
思
わ
れ
る
紀
行
文
的
な
香
り
が
あ
る
。
こ
れ
な
ら
ば
、
地

質
学
な
ど
に
無
縁
な
人
間
に
も
ど
う

に
か
読
み
通
す
こ
と
が
で
き
そ
う
で
あ
る
。

し
か
し
、

一
方

『1

地
理
と
地
質
』
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。

『
富
士
の
研
究

V
』
と
し
て
書
か
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
大
部
な
書
物
で
あ
り
、

ま
た
全
く
の
専
門
書
で
あ
る
。
内
容
は
概
説
す
る
の
で
は
な
く
、
詳
述
し
て
い
る
。

二
つ
の
著
作
の
う
ち
、
ど
ち
ら
か

一
つ
を
読
む
と
す
れ
ぼ
、
た
め

ら

わ

ず

に

『i

自
然
界
』
の
方
を
と
る
だ
ろ
う
。

三
六

以
上
三
点
に
つ
い
て
、

「富
嶽
百
景
」
は

『-

自
然
界
』

の
方
を
下
敷
に
し

て
い
る
こ
と
に

つ
い
て
述
べ
て
来
た
。
即
ち
、

「
頂
角
」
の
角
度
が
同
じ
こ
と
。

「
代
表
観
望
台
」

の
箇
所
の
同
文
。
そ
し
て
、

一
般
向
け
の
内
容
と
そ
の
文
章
の

魅
力
。
こ
の
三
点
か
ら
、

『i

自
然
界
』
だ
と
断
定
し
て
さ
し
つ
か
え
な
い
で

あ

ろ

う

。

二

「
能

因

法

師
」

さ
て
、
右
の
よ
う
に
確
定
し
た
上
で
、
改
め
て
、

「富
嶽
百
景
」
を

『1

自

然
界
』
に
照
ら
し
合
わ
せ
て
み
る
と
、

「富
嶽
百
景
」
が
、
利
用
し
て
い
る
箇
所

は
、
先

の
二
つ
だ
け
で
は
な
い
の
に
気
づ
く
。

前
節

で

「富
嶽
百
景
」
中
の

「北
面
富
士
の
代
表
観
望
台
」
の
部
分
を
引
用
し

へ

も

た
が
、
そ
こ
で
注
意
し
た
い
の
は
、

「北
面
富
士
の
代
表
観
望
台
で
あ
る
と
言
は

も

も

ヘ

ヘ

へ

も

れ

」
、

「
富

士

見

三
景

の

一
つ
に

か
ぞ

へ
ら

れ

て

ゐ

る

の
だ

さ

う

で
あ

る

が
」

と

い

う

伝

聞

・
推

量

の
言

い
方

で
あ

る
。

こ
れ

は
明

ら

か

に
他

か

ら

、

つ
ま

り

こ

の
場

合
は

『1

自
然
界
』
か
ら
、
知
識
を
得
て
い
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。

と
す
れ
ぼ
、
も
う

一
箇
所
、
同
じ
言
い
方
を
し
て
い
る
所
に
着
目
す
べ
き
で
あ

ろ
う
。
そ
れ
は

「富
士
見
西
行
」、
あ
る
い
は

「能
因
法
師
」
を
思
わ
せ
る
乞

食

の
僧
が
登

っ
て
く
る
場
面
で
あ
る
。

「
い
や
、
い
や
。
脱
俗
し
て
ゐ
る
と
こ
ろ
が
あ
る
よ
。
歩
き
か
た
な
ん
か
、
な

か
な
か
、
で
き
て
る
ぢ
や
な
い
か
。
む
か
し
、
能
因
法
師
が
、

こ
の
峠
で
富
士

へ

も

へ

を
ほ
め
た
歌
を
作

つ
た
さ
う
だ
が
、
I

」

こ
こ
の

「
さ
う
だ
」
に
注
目
し
た
い
。
先
の
引
用
部
と
同
様
、
こ
れ
も
直
接
知

っ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
他
か
ら
聞
い
た
伝
聞
の
形
を
と

っ
て
描
か
れ
て
い
る
。



こ
こ
は
恐
ら
く
、

『1

自
然
界
』
中

「
吉
田
か
ら
精
進

二
河
口
湖
」

(
ゴ
コ

頁
～
三
二
頁
)
を
踏
ま
え

て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

も
し
そ
れ
天
気
晴
朗

の
日
、
甲
州
富
士
見
三
景
の

一
と
い
は
る
る
御
坂
峠
(「
御

坂
峠
」
原
文
ゴ
チ

ッ
ク
ー

引
用
者
注
)
の
絶
頂
に
攀
ぢ
て
、
磁
性
顕
著
な
る

輝
緑
竕
岩
に
触
れ
て
携
帯
せ
る
磁

石
の
狂
ふ
を
弄
し
つ
玉
、
脚
下
に
明
鏡
の
如

き
湖
水
を
眺
め
、
些

の
蟠
り
も
な
き
、
対
数
曲
線
完
き
玉
芙
蓉
の
霊
容
を
望
む

に
於
て
は
能
因
法
師
な
れ
ぼ

こ
そ

御
坂
路
に
氷
り
か
し
け
る
甲
斐
が
ね
の

さ
な
が
ら
さ
ら
す
た

つ
く
り
の
こ
と

と
詠
み
も
し

つ
れ
、
詩
も
、
歌
も
、
乃
至
は
画
も
、
到
底
大
自
然

の
大
観
望
は

有
の
尽
に
は
写
し
得
ぬ
こ
と
を
悟
る
で
あ
ら
う
。

さ
ほ
ど
の
名
歌
と
も
思
え
ぬ
こ
の
歌
の
意
は
、
御
坂
の
路
か
ら
の
、
氷
で
手
足

(5
)

(6
)

が
か
じ
か
む
よ
う
な
富
士
の
山
は
、
ま
る
で
手
作
り
で
さ
ら
し
て
作

っ
た
如
く
に

ヘ

へ

白

く
輝

や

い

て

い

る
、

と

い

っ
た

も

の

で
あ

ろ

う

し

、

ま

た

「
か

し

け

る

甲
斐

が

へ

た

ね
」
や

「
さ
な
が
ら
さ
ら
す
」
と
韻
を
踏
ん
で
い
る
程
度
の
も
の
で
し
か
な
い
よ

う
に
思
わ
れ
る
。
確
か
に
こ
の
歌
は

『能
因
法
師
集
』
(『
新
編
国
歌
大
観
第
三
巻

私
家
集
編
-
歌
集
』

一
ご
四
参
照
)

や

『夫
木
抄
』
の

「
雑
111
・
坂
」
な
ど
に
典

拠
を
求
め
ら
れ
る
と
し
て
も
、
作
者
太
宰
が
、
直
接
そ
れ
ら
か
ら

「
富
嶽
百
景
」

に
取
り
込
ん
だ
の
で
は
な
く
、
間
接
的
に

『ー

自
然
界
』
の
、
右
の
記
述
を
知

識
と
し
て
踏
ま
え
た
も

の
と
考
え
る

べ
き

で
は
な
か
ろ
う
か
。
な
ぜ
な
ら
ぼ
、
も

し
直
接
に
で
あ
る
な
ら
ば
、

「
さ
う

だ
が
」
と
い
っ
た
伝
聞
的
表
現
を
と
ら
な
く

て
も
い
い
か
ら
で
あ
る
。

旺
文
社
文
庫
の

「富
嶽
百
景
」
に
は
、

「能
因
法
師
」

の
注
と
し
て
次
の
よ
う

「富

獄

百

景
」
論

な
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。

「九
八
八
～
?
。
平
安
中
期
の
歌
人
。
中
古
三
十

六
歌
仙
の
一
。
俗
名
橘
永
皚
。
諸
国
を
旅
し
た
が
、

『都
を
ば
霞
と
と
も
に
立
ち

し
か
ど
秋
風
ぞ
吹
く
白
河

の
関
』

の
歌
と
そ
れ
に
ま
つ
わ
る
逸
話
が
有
名
。
歌
集

『玄

々
集
』
」。
無
論
、
「
能
因
法
師
」
の
注
と
し
て
は
、
い
さ
さ
か
も
間
違

っ
て
は

い
な
い
。
が
、
た
だ
、

こ
の
場
合
、
「能
因
法
師
」
あ
る
い
は

「御
坂
路
に
…
…
」

の
歌
自
体
を
詮
索
し
て
も
、
余
り
意
味
が
な

い
の
で
あ
り
、
問
題
と
す
べ
き
は
や

は
り
、
石
原
初
太
郎
著

『富
士
山
の
自
然
界
』

の
記
述
の
方
で
あ
ろ
う
。

こ

の
よ

う

に

考

え

て
く

る

と
、

『
-

自

然

界

』

は
、

思

っ
た
以

上

に
深

く

根

を
張

っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
も
し
か
し
た
ら
、
先

の

「富
嶽
百
景
」
中

「能
因

法
師
」
の
引
用
箇
所
で
登
場
し
て
来
た

「富
士
見
西
行
」
な
る
も
の
も
、

『1

自
然
界
』
と
の
関
わ
り
の
中
で
考
え
る
べ
き
な
の
か
も
し
れ
な
い
。
と
い
う

の
は
、

同
書

「富
士
の
煙
」
(
二
二
二
頁
～

二
二
四
頁
)
中
に
次
の
歌
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

マ
マ

風
に
な
び
く
富
士
の
煙
の
雲
に
消
え
て
ゆ
く

へ
も
知
ら
ぬ
我
お
も
ひ
か
な

同

(新
古
今
-
引
用
者
注
)
西
行
法
師

「富
士
見
西
行
」
と
は
、

「画
題
。
西
行
法
師
が
笠
や
旅
包
み
を
わ
き
に
お
い

て
富
士
山
を
な
が
め
て
い
る
後
ろ
姿
の
図
。
彫
刻
、
焼
物
、
玩
具
な
ど
に
も
用
い

ら
れ
る
。
」
(『
日
本
国
語
大
辞
典
』
)
と
い
っ
た
説
明
を
受
け
る
ま
で
も
な
く
、
広

(
7
)

く
人
口
に
膾
炙
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
事
実
、
檀

一
雄

『小
説
太
宰
治
』
の

中
で
も
、
太
宰
と
遊
び
ま
わ

っ
て
い
た
頃
の
、
檀
の
部
屋
の
描
写
に
、
や
は
り
こ

れ
が
出
て
来
て
い
る
。

郷
里
か
ら
持
参
し
て
来
た

「富
士
見
西
行
」

の
半
折
を
下
宿
の
床
の
間
に
懸
け

て
は
眺
め
く
ら
し
て
い
た
。
富
士
に
煙
が
流
れ
、

三
七



人

文

學

論

集

風
に
な
び
く
富
士
の
け
ぶ
り
の
空
に
消
え
て
行
方
も
知
ら
ぬ
わ
が
思
ひ
か
な

こ
の
よ
う
に
ポ
ピ

ュ
ラ
ー
な
も
の
で
あ

っ
て
み
れ
ぼ
、

「ほ
て
い

さ

ま

の
置

物
」
同
様
、
ご
く
あ
り
ふ
れ
た
題
材

で
あ
る
こ
と
は
確
か
で
あ
ろ
う
。

が
、
し
か
し
、
先
程
来
、
見
て
き

た
よ
う
に
、

『1

自
然
界
』
は
正
確
に
利

用
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
考
え
て
も
、
少
な
く
と
も
お
ざ
な
り
に
読
ん
で

は
い
な
い
こ
と
が
窺
わ
れ
る
の
で
あ

る
。
そ
し
て
ま
た
、
地
質
学
的
な
書
物
の
中

で
は
、
特
に
文
学
に
関
係
す
る
和
歌
を
集
め
た

「
富
士
の
煙
」
の
部
分
に
目
が
行

き
や
す
く
も
あ
ろ
う
。
と
す
れ
ば
、

「
富
士
見
西
行
」
が

一
般
的
知
識
と
し
て
、

ま
ず
あ

っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
が

『i

自
然
界
』
に
触
発
さ
れ
、

『1

自
然

界
』
を
経
由
す
る
こ
と
に
よ

っ
て

「
富
嶽
百
景
」
に
取
り
込
ま
れ
た
、
と
い
う
可

能
性
は
十
分
に
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

以
上
、
基
礎
的
な
事
柄
に
つ
い
て
述
べ
て
来
た
が
、
こ
こ
で
簡
単
に
ま
と
め
て

お
き
た
い
と
思
う
。

『富
士
山
の
自
然
界
』
と

『
富
士

の
地
理
と
地
質
』
の
二
著
書
を
比
べ
て
み
る

と
、

「富
嶽
百
景
」
は
明
ら
か
に

『
i

自
然
界
』
の
方
に
依
拠
し
て
い
る
。

『1

自
然
界
』
に
依

っ
て
い
る
箇
所
は
、

「
頂
角
」
、

「
富
士
見

三
景
の

一

つ
」

の
部
分
だ
け
に
限
ら
ず
、

「能

因
法
師
」

の
所

(も
し
か
し
た
ら

「
富
士
見

西
行
」
も
)
に
ま
で
及
ん
で
い
る
。

ま
た
、
小
島
鳥
水

『
日
本
山
水
論
』
同
様
、
正
確
に
引
か
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、

記
憶
に
頼

っ
た
の
で
は
な
く
、
机
上

に
あ

っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

こ
う
見
て
く
る
と
、
見
合

い
相
手

の
父

「
石
原
初
太
郎
」
に
無
関
心
で
あ

っ
た

は
ず
は
な
い
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

「井
伏
氏
」
に
つ
れ
ら
れ
て
、
見
合
い
を
す

三
八

る
場
面
で
、

二
人
を
迎
え
る
の
は

「
母
堂
」

で
あ
る
。
ま
た
、
そ
の
席
で

「
よ
も

や
ま
話
」
を
す
る
の
も

「井
伏
氏
と
母
堂
」

で
あ
る
。

一
体
こ
の
家
の
主
人
、

つ

ま
り

「娘
さ
ん
」

の
父
親
は
ど
う
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
居
る
の
に
省
か
れ
た

の
か
、
た
ま
た
ま
不
在
だ

っ
た
の
か
、
そ
れ
と
も
既
に
亡
く
な

っ
て
い
た
の
だ
ろ

う
か
。
作
品
中

の
世
界

で
は
、
あ
え

て
触
れ
な

い
よ
う
な
書
き
方
が
な
さ
れ
て
は

い
な
い
だ
ろ
う
か
。
も
し
そ
う

で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は

一
体
ど
の
よ
う

な
、
作
品
構
成
上

の
必
然
性
が
も
た
ら
し
た
も
の
な
の
だ
ろ
う
か
。

三

「
石
原
初
太
郎
」
と

〈
母
娘
家
庭
〉

石
原
初
太
郎
氏
に
関
し
て
は
、

『敷
島
町
誌
』
(
昭
41

・
10
敷
島
町
長
)
、

『
山

梨
百
科
事
典
』

(昭
47

・
6
山
梨
日
日
新
聞
社
)
な
ど
が
紹
介
し
て
い
る
の
だ
が
、

最
も
詳
し
い
の
は

『郷
土
史
に
か
が
や
く
人

々

第
13
集
』

(昭
57

・
11
青
少
年

の
た
め
の
山
梨
県
民
会
議
)
の
よ
う
で
あ
る
。
こ
れ
ら
に
よ
る
と
、
石
原
氏
は
明

治
三
年
九
月
六
日
、
甲
府
の
北
西
に
隣
接
す
る
現

・
敷
島
町
に
生
ま
れ
、
昭
和
六

年
二
月
二
五
日
に
亡
く
な

っ
て
い
る
。
こ
の
死
亡
に
関
し
て
は

『
山

梨

日

日
新

聞
』

(昭
6

・
2

・
27
付
)
が
次
の
よ
う
に
報
じ
て
い
る
。

石
原
理
学
士
訃

県
嘱
託
、
理
学
士
石
原
初
太
郎
氏
は
二
十
五
日
午
後
七
時

(8
)
;

市
内
水
門
町
二
十
七
の
自
宅
で
夕
食
後

一
風
呂
浴
び
梅

の
写
真
の
現
像
中
脳
温

マ
マ

血
で
斃
れ
医
師
の
手
当
を
受
け
た
が
空
し
か
つ
た
、
氏
は
本
県
の
名
木
史
、
史

跡
名
勝
天
然
記
念
物
、
富
士
山
の
地
質
学
等
に
は
深
き
造
詣
あ
り
本
県
の
開
発

(?
)

の
た
め
に
は
可
成
り
努
力
し
た
恩
人
で
あ
る
、
享
年
六
十
二
、
正
六
位
勲
六
等

、
中
巨
摩
郡
敷
島
村
の
生
れ

こ
れ
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
石
原
氏
は
昭
和
六
年
に
既
に
他
界
し
て
い
る
。



従

っ
て
確
か
に

一
見
す
る
と
、
触
れ

る
必
要
が
な
い
か
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し

か
し
、

「娘
さ
ん
の
お
家
」
に

〈父
〉
が
い
る
と
も
、
い
な
い
と
も
言
わ
ず
、
た

だ
母
堂
と
娘
さ
ん
二
人
だ
け
の

〈母
娘
家
庭
〉
を
さ
り
げ
な
く
登
場
さ
せ
て
い
る

(
9
)

の
は
何
故
だ
ろ
う
か
。
な
る
ほ
ど
、

『
太
宰
治
研
究
∬
そ
の
回
想
』
の

「年
譜
」

に
よ
れ
ば
、

「当
時
、
石
原
家
に
は
、
美
知
子
の
母
く
ら
、
長
姉
富
美
子
、
妹
愛

子
、
弟
明
の
四
人
が
い
た
」
と
い
う
中
で
、
わ
ず
ら
わ
し
さ
を
消
す
た
め
に
、
右

の
二
人
だ
け
に
焦
点
を
絞

っ
て
登
場
さ
せ
た
、
と
考
え
て
み
て
も
悪
く
は
な
い
よ

う
に
見
え
る
。
し
か
し
、
問
題
は
、

こ
の
二
人
を
抽
出
し
た
結
果
、
作
品
上

で
は
、

あ
た
か
も
母

一
人
娘

一
人
の

〈母
娘
家
庭
〉
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
点
が
重
要
だ
と
思
う
の
は
、
御
坂
峠

の
茶

屋

も
、
あ
た
か
も

〈母
娘
家

庭
〉

で
あ
る
か
の
よ
う
な
設
定
と
呼
応
し
て
い
る
か
ら

で
あ
る
。
む
ろ
ん
、
三
ツ

峠

へ
の
ぼ
る
際
に

「茶
屋
の
老
爺
」

か
ら

「
ゴ
ム
底
の
地
下
足
袋
」
を
借
り
た
り
、

「茶
店
の
六
歳

の
男
の
子
」
と
散
歩

に
出
た
り
は
し
て
い
る
の
だ
が
、
彼
等
は
印

象
薄
く
後
景
に
し
り
ぞ
け
ら
れ
て
い
る
。
だ
が
逆
に
、

「
を
ば
さ
ん
」

と

「
娘
さ

ん
」
は
、
作
品
の
前
面
に
登
場
し
、

「
私
」
を
い
た
わ
る
主
要
人
物
と
し
て
描
か

れ

て
い
る
。
井
伏
鱒
二

「猟

見
物
」

(『螢

合

戦
』
昭
14

・
9
所
収
)
に
よ
れ
ば

「
そ
の
こ
ろ
こ
の
茶
店
の
主
人
は
出
征
中
で
、
老
父
、
老
母
、
お
か
み
さ
ん
、
三

人
の
子
供
、
親
戚
の
子
供
、
そ
の
七
人
が
互
に
口
に
は
出
さ
な
い
が
心
か
ら
当
主

の
凱
旋
を
待
ち
わ
び
て
ゐ
た
。」
と
い
う
。

が
、

こ
れ
に
対
し
て
相
馬
氏
は

『評

伝
太
宰
治
第
三
部
』
で

「
当
時
、
天
下
茶
屋
の
家
族
の
う
ち
、
河

口
村

の
小
学
校

に
通

っ
て
い
る
長
女
と
次
女
の
二
人

と
老
夫
婦
は
河

口
湖
畔

の
実
家
に
住
み
、
お

と
が
わ

か
み
さ
ん
の
外
川
ヤ

エ
子

(
三
十
歳
)
、
そ
の
妹
中
村
た
か
の

(
十
五
歳
)
、
長
男

元
彦

(
四
歳
)

の
三
人
だ
け
が
峠

の
茶
店
に
常
住
し
て
い
た
」。

そ
れ

で

「
太
宰

「富

獄

百

景
」
論

は
そ
れ
に
従

っ
た
ま
で
な
の
で
あ
る
。L
と
興
味
深

い
事
実
を
述
べ
て
い
る
。
が
、

本
稿
の
文
脈
に
戻
し
て
考
え
て
み
る
と
、
現
実
に
お
い
て
は
、
お
ば
と
め
い
の
関

係
に
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
を
作
品
上

で
は
、
あ
た
か
も
母
と
娘

の
よ
う

に
描
き
出
し
て
は
い
な
い
だ
ろ
う
か
。
作
者
は
彼
女
た
ち
が
、

〈母
娘
〉
だ
と
は

確
か
に
言

っ
て
は
い
な
い
。
し
か
し
、・
こ
の
作
品
は
、
峠

の
茶
店
に
お

い
て
も
、

〈母
娘
家
庭
〉

で
あ
る
よ
う
に
言
わ
ぼ

〈誤
解
〉
さ
れ
る
こ
と
を
願

っ
て
い
る
よ

う
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
し
て
、
甲
府
に
お
い
て
も
、
ま
た
御
坂
に
お
い
て
も
、

「
私
」
は

〈
母
娘
家
庭
〉

の
中
に
入
り
込
み
、
慰
撫
さ
れ
、
励
ま
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で

あ
る
。

既
に
、

「富
嶽
百
景
」
の
主
要
な
イ

メ
ー
ジ
と
し
て
、
平
岡
敏
夫
氏
は

「富
嶽

百
景
」
(『国
文
学
』
昭
42

・
11
)
で

「
女
性
の
イ
メ
ー
ジ
が

一
貫
し
て
流
れ
て
い

る
」
点
を
指
摘
し
、
ま
た
東
郷
克
美
氏
は

「
富
嶽
百
景
」
(『
現
代
国
語
研
究

シ
リ

ー
ズ
2

「太
宰
治
」
』
昭
48

・
4
尚
学
図
書
)
で

「花
や
植
物
の

イ

メ
ー
ジ
」
の

「連
環
」
を
提
示
し
て
い
る
。
そ
れ
ぞ
れ
重
要
な
切
り
口
を
示
し
て
い
る
が
、

こ

の
二
つ
の
指
摘
を
結
び
合
わ
せ
る
と
、
こ
の
作
品
の
持

つ
意
図
が
よ
り
明
瞭
に
浮

か
び
あ
が

っ
て
く
る
。
即
ち
、
甲
府
の
娘
さ
ん
は

「白

い
睡
蓮
」
の
よ
う
に
清
楚

で
あ
ろ
う
し
、
ま
た
ト
ン
ネ
ル
近
く
に
い
た

コ
ニ
十
歳
く
ら
ゐ
の
痩
せ
た
遊
女
」

は

「
つ
ま
ら
ぬ
草
花
」
に
象
徴
さ
れ
よ
う
。

従

っ
て

「
タ
イ
ピ
ス
ト
」
ら

し

き

「若

い
知
的

の
娘
さ
ん
」
た
ち
は
、
赤

い

「
罌
粟
の
花
ふ
た
つ
」
に
よ
っ
て
表
わ

さ
れ
て
い
る
。
も

っ
と
も
こ
の
イ
メ
ー
ジ
は
甲
府
の
俳
人
飯
田
蛇
笏
の

(
°
)

大
空
に
富
士
澄
む
罌
粟
の
真
夏
か
な

あ
た
り
か
ら
来

て
い
る
の
か
も
し
れ
な

い
が
、
女
性
-
花

(植
物
)
の
関
連
は
読

三
九



人

文

學

論

集

み

と

る

こ
と

が

で
き

る
。

し

か

し
、

こ
う

し

た
中

で
、

も

う

一
つ
見

逃

す

こ
と

の
出

来

な

い

イ

メ
ー

ジ

と

し

て
、

〈
母

な

る
も

の
〉

の
イ

メ
ー

ジ
が

あ

る

の

で

は
な

か
ろ

う

か

。

そ

の
代

表

は
、

甲
府

の
母
堂

で
あ

る
。

「
私

」

は

「
ふ

る

さ

と
」

つ
ま

り

「
う

ち
」

か

ら
助

力

し

て
も

ら
え

な

い

こ
と
が

わ

か
り

、

甲

府

へ
下

り

、

そ

の
旨

を

話

す
。

す

る

と
、

「
結

構

で
ご
ざ

い
ま
す

。
」

劉

は

、

品

よ

く

笑

ひ
な

が

ら
、

「
私

た

ち

も

、

ご

ら
ん
の
と
ほ
り
お
金
持

で
は
ご
ざ

い
ま
せ
ぬ
し
、
ご
と
ご
と
し
い
式
な
ど
は
、

か

へ
つ
て
当
惑
す
る
や
う
な
も

の
で
、
た
だ
、
あ
な
た
お
ひ
と
り
、
愛
情
と
、

職
業
に
対
す
る
熱
意
さ

へ
、
お
持

ち
な
ら
ば
、
そ
れ
で
私
た
ち
、
結
構
で
ご
ざ

い
ま
す
。
」

私
は
、
お
辞
儀
す
る
の
も
忘
れ
て
、
し
ぼ
ら
く
呆
然
と
庭
を
眺
め
て
ゐ
た
。
眼

の
熱

い
の
を
意
識
し
た
。

こ
の
母

に
、
孝
行
し
よ
う
と
思

つ
た
。

こ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
は

「井
伏
鱒
二
宛
書
簡
」

(昭
13

・
10

・
25
付
)
に
よ
れ
ぼ
、

次
の
如
く
で
あ
る
。
太
宰
は

「破
談

に
な

つ
て
も
、
そ
れ
は
仕
方
が
な
い
、
と
覚

悟
を
き
め
て
」
甲
府
に
手
紙
を
出
し
た
と
こ
ろ
、
そ
の
返
事
と
し
て
、

「御
母
堂

の
お
手
紙
」
に

「
ま
こ
こ
ろ
と
職
業

に
対
す
る
熱
意
と
が
何
よ
り
の

た

か

ら

で

す
」

と
あ

っ
た
。
作
品
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
こ
こ
か
ら
組
み
立

て
ら
れ
た
挿
話
で
あ

る
と
思
わ
れ
る
。

が
、
こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
、

そ
れ
ま
で

「
母
堂
」
と
記
さ
れ
て
来
た
人
物

が
、
こ
の
決
定
的
な
言
葉
の
あ
と
、

「
母
」
に
変
わ

っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

つ

ま
り
、

「
見
合
ひ
」

の
場
面
で
も
、

ま
た

「
悉
皆
の
事
情
を
告
白
」
す
る
こ
の
場

で
も
、
他
人
の
母
親

へ
の
敬
称
で
あ
る

「
母
堂
」
だ

っ
た
の
が
、

「愛
情
と
、
職

四
〇

業
に
対
す
る
熱
意
」

と
い
う
胸
に
温
か
く
突
き
刺
さ
る
言
葉
に
よ

っ
て
、

「娘
さ

ん
」

と
の
結
婚
を
俟
た
ず
に
、
既
に
近
し
い

「
こ
の
母
」
に
な

っ
た
の
で
あ
る
。

や
は
り
、
こ
こ
は
直
接
顔
を
合
わ
せ
て
そ
の
言
葉
を
耳
に
聞
く
状
況
設
定
の
方
が

感
激
を
高
め
や
す
か

っ
た
で
あ
ろ
う
。

こ
の
作
品
の
中
に
見
え
か
く
れ
す
る

〈母
〉

の
イ
メ
ー
ジ
は
、
甲
府
の

「
母
」

や
峠
の

「
を
ば
さ
ん
」
だ
け
で
は
な
く
、

「
月
見
草
」

の
場
面
に
も
登
場
し
て
い

る
。
即
ち

「私

の
す
ぐ
と
な
り
に
、
濃

い
茶
色

の
被
布
を
着
た
青
白

い
端
正
の
顔

の
、
六
十
歳
く
ら
ゐ
、
私

の
母
と
よ
く
似
た
老
婆
が
し
や
ん
と
坐

つ
て

ゐ

て
、
」

と
描
か
れ
て
い
る

「
老
婆
」

で
あ
る
。

私
も
ま
た
、
富
士
な
ん
か
、
あ
ん
な
俗
な
山
、
見
度
く
も
な

い
と
い
ふ
、
高
尚

な
虚
無
の
心
を
、
そ
の
老
婆
に
見
せ
て
や
り
た
く
思

つ
て
、
あ
な
た
の
お
苦
し

み
、
わ
び
し
さ
、
み
な
よ
く
わ
か
る
、
と
頼
ま
れ
も
せ
ぬ
の
に
、
共
鳴
の
素
振

り
を
見
せ
て
あ
げ
た
く
、
老
婆
に
甘
え
か
か
る
や
う
に
、
そ
つ
と
す
り
寄

つ
て
、

老
婆
と
お
な
じ
姿
勢
で
、
ぼ
ん
や
り
崖
の
方
を
、
眺
め
て
や
つ
た
。

老
婆
も
何
か
し
ら
、
私

に
安
心
し
て
ゐ
た
と
こ
ろ
が
あ

つ
た
の
だ
ら
う
、
ぼ
ん

や
り
ひ
と
こ
と
、

「
お
や
、
月
見
草
。」

さ
う
言

つ
て
、
細
い
指
で
も

つ
て
、
路
傍
の
一
箇
所
を
ゆ
び
さ
し
た
。

何
故
に

「
私
の
母
と
よ
く
似
」

て
い
な
け
れ
ぼ
な
ら
な
か

っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

そ
れ
は
何
と
い
っ
て
も
、
こ
の

「
老
婆
」

と

「私
」

の
間
に
心
の

「
共
鳴
」
が
あ

る
か
ら
で
あ
ろ
う
。

「
甘
え
か
か
る
や
う
に
、
そ

つ
と
す
り
寄
」
る
と
い
う
所
か

ら
だ
け
で
な
く
、
傍
線
部
、
し
つ
こ
い
程
の
思
い
入
れ
が
窺
わ
れ
る
。
あ
る
い
は

ま
た
、

「私
」
が

「ぼ
ん
や
り
」
窓
の
外
に
目
を
や
る
と
、
そ
れ
を
受
け
る
か
の



よ
う

に

「
老

婆

」

も

「
ぼ

ん

や

り
」

独

り

言

を

つ
ぶ
や

く

。

こ

の

「
お

や

、

月

見

草

。
」

と

い
う

、

今

ふ

と
気

づ

い
た

言

葉

と

、

そ

の
対

象

を

示

す

語

の
組

み

合

わ

せ

は
、

既

に

お
見

合

い
の
場

面

で
も

、

「
お

や
、

富

士
。
」

と

い
う

「
井

伏

氏
」

の

(　
)

つ
ぶ

や
き

に
使

わ

れ

て

い
る

。

こ

の
場

合

は

、

こ

の

つ
ぶ

や

き

に

よ

っ
て
、

「
娘

さ
ん

を

、

ち

ら

と
見

」

る

こ

と
が

で
き

た

の

で
あ

っ
た

。

む

ろ

ん

こ
ち

ら

の
時

に

も

「
黄

金

色

の
月

見

草
」

を

「
ち

ら

と

ひ
と

め

見
」

る

こ
と

が

で
き
、

対

応

し

て

い
る

こ

と
が

わ

か

る

。

こ

の
よ

う

に

あ

る
対

象

に

目

を

移

す

こ
と

が

で
き

る

よ
う

に

促

し

て
く

れ

た

人

の

一
人

と

し

て
、

こ

の

「
老

婆

」

の
存

在

は
小

さ

く
な

い
。

こ

の
、

落

ち

着

い
た

感

じ

を
与

え

る

「
濃

い
茶

色

の
被

布

」

を
着

た

「
老

婆

」

(
「
御

隠

居
」
)

は
、

「
青

白

い
端

正

の
顔

」

を

し

、

「
し

や

ん

と

坐

り
」
、

「
細

い

も

も

指
」

で
月
見
草
を
ゆ
び
さ
す
。
そ
し
て
胸
に
は

「深
い
憂
悶
」
が
あ
る
よ
う
に
描

へ

も

か
れ
て
い
る
。
こ
れ
が

「私
」
の

コ
咼
尚
な
虚
無
の
心
L

と

「
共
鳴
」
を
起
こ
す

の
で
あ
る
、
あ
た
か
も

「深
」
と

「高
」
が
対
応
す
る
か
の
よ
う
に
。
ち
な
み
に

後
出
の
遊
女
た
ち
に
も

「共
感
」
と
い
う
語
が
使
わ
れ
て
い
る
点
に
は
注
意
し
て

お
き
た
い
。

一
方
、
彼
等
二
人
以
外
の
車
中
の
人

々
に
目
を
移
す
と
、

「思
ひ
出
し
た
や
う

に
、
甚
だ
散
文
的
な
口
調
」

で

「
物
憂
さ
う
」
に

説

明

す

る

「女
車
掌
」
や
、

「
老
婆
」

の
落
ち
着

い
た
服
装
と
は
対

照
的
な

「大
き

い
日
本
髪
ゆ

つ
て
、

口
も

と
を
大
事
に

ハ
ン
ケ
チ
で
お
ほ
ひ
か
く
し
」
、
恐
ら
く
は
高
価
で
あ
ろ
う

「絹
物
」

を

「
ま
と
つ
た
芸
者

の
女
」
な
ど
が

い
る
。
乗
客
た
ち
は
、
女
車
掌
の

「
咏
嘆
と

も

つ
か
ぬ
」
言
葉
に
よ
り
、

「変
哲
も

な

い
三
角
」
の

「
俗

な
山
」
を
眺

め
、

「間
抜
け
た
嘆
声
」
を
あ
げ
る
の
で
あ

る
。

こ
こ
に
は
、
明
瞭
な
対
比
が
描
き
込
ま
れ
て
い
る
。

つ
ま
り
、

《老
婆

"
他

の

「富

獄

百

景
」
論

車
中
の
人
々
ロ
月
見
草

"
富
士
》
と
い
う
二
項
対
立

の
図
式
で
あ
る
。

「
け
な
げ

に
す
く
つ
と
立
つ
て
ゐ
」
る
月
見
草

の
姿
と
は
、
ま
さ
し
く

「
私
の
と
な
り
」
に

「
し
や
ん
と
坐
つ
て
ゐ
」
る
老
婆
そ
の
も

の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

先
に
、
見
合

い
の
娘
さ
ん
を

「ま

つ
し
ろ
い
睡
蓮
」
に
、
ま
た
遊
女
を

「
つ
ま

メ

タ

フ

ア

　

ら
ぬ
草
花
」
と
し
て
隠
喩
し
て
い
る
こ
と
を
述
べ
た
。
御
坂
峠
の
茶
屋
で
太
宰
が

執
筆
し
て
い
た

「火
の
鳥
」
の
本
編
の
冒
頭
は
、

高
野
さ
ち
よ
を
野
薔
薇
と
し
た
ら
、
八
重
田
数
枝
は
、
あ
ざ
み
で
あ
る
。

と
花
に
た
と
え
て
は
じ
ま
る
の
だ
が
、

「富
嶽
百
景
」
も

こ
の
点

で
は
同
じ
手
法

が
使
わ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
文
脈
で
言
え
ぼ
、

こ
の
場
面
も
、
同
様
に

老
婆
を

「
月
見
草
」
に
投
影
さ
せ
て
い
る
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
老
婆
を

「
私
の
母
と
よ
く
似
」
せ
て
い
る
の
は
、
や
は
り
そ
こ
に

「
私
」
と
同
じ
精
神
を
見
出
し
、
精
神
的
な
つ
な
が
り

(
「共
鳴
」
)
が
も
た
れ
た

故
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

そ
屯
そ
も

こ
の

〈私
小
説
〉
的
物
語
の

〈書
き
手
〉
が
い
か
に
し
て
心
を
恢
復

す
る
か
と
い
う
方
向
性
は
、

「井
伏
氏
」
と
三
ツ
峠

へ
登

っ
た
際
、
頂
上
で
茶
店

を
え
ら
ぶ
、
そ
の
え
ら
び
方
に
象
徴
さ
れ
て
い
る
。

パ
ノ
ラ
マ
台
に
は
、
茶
店
が
三
軒
な
ら
ん
で
立

つ
て
ゐ
る
。
そ
の
う
ち
の
一
軒
、

老
爺
と
老
婆
と
二
人
き
り
で
経
営
し
て
ゐ
る
じ
み
な

一
軒
を
選
ん
で
、
そ
こ
で

熱
い
茶
を
呑
ん
だ
。

こ
の
茶
店
で
、
老
婆
が
霧
の
中
に
富
士
の
写
真
を
持
ち
出
し
て

「懸
命
に
註
釈
」

し
て
く
れ
て
、

「私
」
は

「
い
い
富
士
を
見
た
」
と
心
を
な
ご
ま
せ
る
の
で
あ
る
。

「私
」

の
心
は
、
華
や
か
な
も

の
、
派
手
な
も

の
を
避
け
、

「
じ
み
な
」
方

へ
と

四
一



人

文

學

論

集

向
い
て
い
る
。
月
見
草
の
老
婆
が
落
ち
着
い
た
服
装
を
し
て
い
る
の
は
、
故
な
き

こ
と
で
は
な
い
。

こ
の
よ
う
に
、

「
私
」

の
精
神
の
恢
復
に

〈母
な
る
も

の
〉

の
存
在
は
重
要
な

役
割
を
担

っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

そ
し
て
、

特
に
そ
れ
が

甲
府
、

峠
と
も
に

〈
母
娘
家
庭
〉
で
あ
る
こ
と
の
意
味
は
小
さ
く
な
い
。
こ
の
後
、

『
女
生
徒
』

の

家
庭
も
そ
う
で
あ
り
、
ま
た

『
斜
陽
』
で
も
同
様
の
設
定
が
な
さ
れ
、

『人
間
失

格
』
に
お
い
て
も
、
葉
蔵
は
、
中
学
時
代
の
下
宿
、
あ
る
い
は
、

シ
ズ
子
と
シ
ゲ

子

の
ア
パ
ー
ト
等
、

〈母
娘
家
庭
〉

の
中
に
い
る
か
ら
で
あ
る
。

四

〈
距
離
〉
の
取
り
方

さ
て
、
前
節

で
は

「私
」

の
精
神

の
恢
復
に
は
、

〈母
娘
家
庭
〉
が
必
要
で
あ

り
、
中
で
も

〈母
な
る
も

の
〉

の
存
在
が
小
さ
く
な
い
こ
と
を
述
べ
た
。
む
ろ
ん
、

「
私
」
を
い
た
わ
り
励
ま
し
て
く
れ

る
の
は
、
そ
れ
だ
け
で
は
な
く

「
井
伏
氏
」

(後
半
の

「
あ
る
先
輩
」
)
な
ど
も

い
る
。
こ
う
し
た
人

々
の
中

で

「
私
」
は
人

並
み
に

「結
婚
」
に
こ
ぎ

つ
け
、
精
神
的
な
恢
復
を
は
か
る
の
だ
が
、
し
か
し
こ

れ
を

「
風
呂
屋
の
ペ
ン
キ
画
」

「芝
居

の
書
割
」
に
堕
す
こ
と
な
く
、

「
私
」
を

造
型
す
る
こ
と
は
、
如
何
に
し
て
可
能
だ

っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
小
稿
は
、
そ
れ

を

「
私
」
の
、
対
象
に
対
す
る

〈距
離
〉

の
取
り
方
に
あ
る
、
と
考
え
る
。

一
、
二
節
に
お
い
て
太
宰
の
依
拠
し
た
も
の
が

『富
士
山
の
自
然
界
』
で
あ
り
、

そ
の
部
分
は

一
、
二
箇
所
に
は
と
ど
ま
ら
な
い
こ
と
を
論
じ
た
。
し
か
し
、
両
者

を
よ
く
比
べ
て
み
る
と
、
そ
の
利
用

の
仕
方
は
、
全
面
的
に
頼

っ
て
は
い
な
い
こ

と
が
わ
か
る
。
む
し
ろ
、
あ
え
て

〈距
離
〉
を
置

い
て
利
用
さ
れ
て
い
る
よ
う
に

見
え
る
の
で
あ
る
。

四
二

例
え
ば

「
富
嶽
百
景
」

の
冒
頭
で

「
頂
角
」

の
こ
と
を
言

っ
た
あ
と
、

た
と
へ
ば
私
が
、
印
度
か
ど
こ
か
の
国
か
ら
、
突
然
、
鷲
に
さ
ら
は
れ
、
す
と

ん
と
目
本
の
沼
津
あ
た
り
の
海
岸
に
落
さ
れ
て
、
ふ
と
、

こ
の
山
を
見
つ
け
て

も
、
そ
ん
な
に
驚
嘆
し
な
い
だ
ら
う
。

と
、

「
沼
津
あ
た
り
の
海
岸
」
が
出
て
く
る
の
だ
が
、

こ
れ
は
、
他
の
土
地
で
は

い
け
な
い
の
だ
ろ
う
か
。

『
i

自

然

界

』

は

、

「
頂

角
」

の
説

明

の
あ

と
、

次

の
よ
う

に
述

べ
て

い
る
。

東
海
道
の
あ
た
り
は
海
面
に
近
く
随
て
山
頂
を
仰
ぐ
と
き
は
北
面
湖
畔
な
ど
の

海
抜
八
百
米
以
上
も
高
い
所
で
眺
め
た
場
合
よ
り
大
に
高
く
随

つ
て
頂
角
は

一

層
鋭
い
様
に
感
ぜ
ら
る
玉
が

(…
)

つ
ま
り
、
海
岸
近
く
の
低
い
場
所
か
ら
見
る
と
、
高
く
鋭

い
よ
う
に

「
錯
覚
」
す

る
と
い
う
の
で
あ
る
。
恐
ら
く
、

「沼
津
あ
た
り
の
海
岸
」
が
出
て
く
る
の
は
、

「東
海
道
の
あ
た
り
」
と
い
う
言
葉
か
ら
の
も
の
で
あ
ろ
う
。
が
、
問
題
は

「富

嶽
百
景
」
が

『1

自
然
界
』
の
記
述
に
触
発
さ
れ
な
が
ら
も
、
逆
の
こ
と
を
言

い
、
そ
こ
に
距
離
を
お
い
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

こ
う
し
た
こ
と
は
、
次
の

「北
面
富
士
の
代
表
観
望
台
」

「
富

士

三

景

の
一

つ
」

の
所

で
も
同
様

で
あ
る
。

『1

自
然
界
』
を
引
用
し
た
あ
と
に
続
け
て
、

こ
う

言

っ
て

い
る
。

(
…

)
私

は

、

あ

ん

ま

り

好

か

な

か

つ
た
。

好

か
な

い
ば

か
り

か
、

軽

蔑

さ

へ

し

た

。

あ

ま

り

に
、

お

あ

つ
ら

ひ
む

き

の
富

士

で
あ

る
。

(
…
)

私

は
、

ひ

と

め

見

て
、

狼

狽

し

、
顔

を

赤

ら

め

た
。

こ
れ

は
、

ま

る

で
、

風

呂

屋

の

ペ

ン

キ

画

だ

。

芝

居

の
書

割

だ

。

ど

う

に
も

註

文

ど

ほ

り

の
景

色

で
、

私

は
、

恥

つ
か

し
く

て
な

ら

な

か

つ
た

。



し
つ
こ
い
ほ
ど
に
、

『1

自
然
界
』
の
提
示
す
る
富
士

(
小
稿

一
節

の
引
用
参

照
)

を

否

定

し

て

い

る

の
が

よ

く

わ

か

る

。

ま

た
、

こ

こ
に
毛

、

全
面

的

に
依

拠

し
な

い
姿

勢

を

見

て

と

る

こ

と
が

で
き

よ

う

。

で

は
、

も

う

一
つ
の

「
能

因

法

師
」

は

ど

う

で
あ

ろ
う

か
。

こ

こ

で

の
使

わ
れ

方

も

、

や

は
り

否

定

的

で
あ

る
。

即

ち

、

能

因
法

師

は
、

茶

店

の

ハ
チ

と

い
ふ

飼

犬

に

吠

え

ら

れ

て
、

周
章

狼

狽

で
あ

つ

た
。

そ

の
有

様

は
、

い
や

に
な

る

ほ

ど
、

み

つ
と
も

な

か

つ
た

。

「
だ

め

だ
ね

え

。

や

つ
ぱ

り
。
」

私

は
、

が

つ
か

り

し

た
。

乞

食

の
狼

狽

は
、

む

し

ろ
、

あ

さ
ま

し

い
ほ

ど

に
右

往

左

往

、

つ

ひ
に

は
杖

を

か

な

ぐ

り
捨

て
、

取

り
乱

し
、

取

り

乱

し
、

い
ま

は

か

な

は

ず

と

退
散

し

た
。

実

に
、

そ
れ

は
、

で
き

て
な

か

つ
た
。

富

士

も

俗

な

ら

、

法

師

も

俗

だ
、

と

い

ふ

こ
と

に

な

つ
て
、

い
ま
思

ひ
出

し

て
も

、

ぼ

か
ぼ

か

し

い
。

こ
れ

も
、

前

と
同

様

で

あ

る
。

こ

の

「
能

因

法

師
」

(
あ

る

い
は

「
富

士

見

西

行
」
)

も

、

「
俗

な
」

富

士

に
似

せ

て
、

否

定

的

に
描

か
れ

て

し
ま

っ
て

い
る

。

こ

の
よ

う

に

見

て

く

る

と
、

『
1

自

然

界

』

の
借

用

の

し

か
た

は

、

依

拠

し

つ
つ
も
、
は

っ
き
り
と

〈
距
離
〉
を
置

い
て
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
、
わ
か
る
の

で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
し
て
、
そ
れ

は
ま
た
、
借
用
の
し
か
た
だ
け
に
限
ら
ず
、

い
た
る
所
に
見
い
だ
し
う
る
姿
勢
で
も
あ
る
、
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

例
え
ぼ
、
右
の
引
用
部
に
お
い
て
、

「私
」
は
僧
を
最
初

「
富
士
見
西
行
」
に

擬
え
、
次
に

「能
因
法
師
」
に
見
立

て
る
。
そ
れ
が
、
犬
に
吠
え
ら
れ
て
あ
わ
て

ふ
た
め
く
こ
と
に
よ

っ
て
、

「私
」

の
抱

い
た
印
象
を
突
き
く
ず
し
て
い
る
。
の

み
な
ら
ず
、

〈書
き
手
〉
は
そ
れ
を
、

「
い
ま
思
ひ
出
し
て
も
、
ば

か
ば

か

し

い
」
と
執
筆
時
を
想
起
さ
せ
る

「
い
ま
」

の
時
点
か
ら
も
、

「
私
」
を

つ
き
離
し
」

「富

獄

百

景
」
論

て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
は
、
吉
田
の
月
夜
の
富
士
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
で
も
同
じ
で
あ
る
。

「
私
」
は
、

新
田
青
年
た
ち
と
吉
田

へ
下
り
、
そ
の
夜
富
士
を
見
る
。

(…
)
そ

つ
と
、
振
り
む
く
と
、
富
士
が
あ
る
。
青
く
燃
え
て
空
に
浮
か
ん
で

ゐ
る
。
私
は
溜
息
を

つ
く
。
維
新

の
志
士
。
鞍
馬
天
狗
。
私
は
、
自
分
を
、
そ

れ
だ
と
思

つ
た
。
ち
よ

つ
と
気
取

つ
て
、
ふ
と
こ
ろ
手
し
て
歩

い
た
。
ず
ゐ
ぶ

ん

自
分
が
、
い
い
男
の
や
う
に
思
は
れ
た
。

こ
こ
で
は
、
「私
」
が

「維
新
の
志
士
。
鞍
馬
天
狗
。」
に
見
立
て
ら
れ
て
、
富
士

に
配
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
擬
え
は
、
同
じ
頃
の
随
筆

「
九
月
十
月
十

一
月
」
(『
国

民
新
聞
』
昭
13

・
12

・
9
～
11
)
の

「
下

甲
府
偵
察

の
こ
と
」
に

「追
ひ
つ
め

ら
れ
た
志
士
、
い
ま
は
甲
府
の
安
宿
に
身
を
寄
せ
て
、
ひ
そ
か
に
再
挙
を
は
か
つ

て
ゐ
る
。」
に
重
ね
る
と
、
そ
の
意
味
が
明
瞭
に
な
る
。
ち
な
み
に
「鞍
馬
天
狗
」

が

こ
こ
に
書
き
込
ま
れ
た
理
由
の

一
つ
は
、
当
時
甲
府
の
映

画

館

で

「鞍
馬
天

狗
」
が
上
映
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
昭
和
十
三
年
十

一
月
二

日
付

の

『山
梨
目
日
新
聞
』
に
次
の
よ
う
な
宣
伝
記
事
が
あ
る
。

(
?
)

「鞍
馬
天
狗
」

(電
気
館
)
日
活
時
作
、
大
仏
次
郎
原
作
、
嵐
寛
寿
郎
主
演
、

月
形
竜
之
介
、
沢
村
国
太
郎
、
原
駒
子
助
演

「
鞍
馬
天
狗
」

(
竜

攘

虎

搏

の

(
瓰
)

巻

)

(
......)

と
も

あ

れ

、

こ

こ
で

「
私

」

は
月

夜

の
富

士

を

背

景

に

完

全

に

一
幅

の
絵

と

し

て

「
維

新

の
志

士
。

鞍

馬

天

狗

。
」

に

な

り
切

っ
て

し

ま

っ
て

い

る
。

〈
書

き

手
〉

が

そ

れ

を

見
逃

す

は
ず

は
な

い
。

す

ぐ

さ

ま

、

そ

れ

を

次

の
よ

う

に

否
定

し

な

け

れ

ば

な

ら

な

い
。

富

士

に
、

化

か

さ
れ

た

の

で
あ

る
。

私

は
、

あ

の
夜

、

阿

呆

で
あ

つ
た

。
完

全

四
三



人

文

學

論

集

に
、

無

意

志

で
あ

つ
た
。

あ

の
夜

の

こ
と
を

、

い
ま

思

ひ
出

し

て
も

、

へ
ん

に

、

だ

る

い
。

な

お

か

つ
、

こ

こ

で
も

や

は

り
、

執

筆

時

か
ら

の

〈
距

離

〉

を

置

い
た

言

い
方

が

な

さ

れ

て

い
る

の
に
、

注

意

す

べ
き

で
あ

ろ
う

。

こ

の
よ
う

に

〈
書

き

手

〉

は
、
,

「
私

」

に
対

し

て
、

外

界

の
対

象

と

〈
距
離

〉

を

お
き

、

有

頂

天

に

さ

せ
な

い
よ

う

に
配

慮

し

て

い
る

よ

う

に

考

え

ら

れ

る
。

例

え

ぼ

次

の
よ
う

な

所

も

そ

う

で
あ

る

。

甲

府

か

ら

峠

へ
帰

っ
て
来

て
、

お

か

み

さ

ん

と
娘

さ

ん

に
肩

を

叩

い

て
も

ら

っ
た

り

、

ま

た

、

娘

さ

ん

に

は

「
人

間

の
生
き

抜

く

努

力

に
対

し

て

の
、

純

粋

な

声

援

」

を

も

ら

っ
た

り

し

て
、

「
私

」

は

よ

ろ

こ
ぶ
の
だ
が
、
そ

の
直
後
ー

。

私
が
二
階
で
退
屈
し
て
、
外
を
ぶ
ら
ぶ
ら
歩
き
ま
は
り
、
茶
店

の
背
戸

で
、
お

洗
濯
し
て
ゐ
る
娘
さ
ん
の
傍

へ
近
寄
り
、

「退
屈
だ
ね
。」

と
大
声
で
言

つ
て
、
ふ
と
笑
ひ
か
け
た
ら
、
娘
さ
ん
は
う

つ
む
き
、
私
は
そ
の

顔
を
覗
い
て
み
て
、
は

つ
と
思

つ
た
。
泣
き
べ
そ
を
か
い
て
ゐ
る
の
だ
。
あ
き

ら
か
に
恐
怖
の
情
で
あ
る
。

と
、

「私
」
と
娘
さ
ん
と
の
間
に
は

っ
き
り
と

〈距
離
〉
を
お
き
、
そ
れ
以
上
近

づ
か
せ
な
い
よ
う
に
し
て
い
る
。
確
か
に
、
結
婚
を
控
え
て
い
る

「私
」
と
こ
の

娘
と
の
間
が

「
人
間
」
的
関
係
の
域
を
越
え
、

「
男
女
」
の
交
流
に
な

っ
て
し
ま

っ
て
は
い
け
な
い
こ
と
は
、
わ
か
る
。

『
太
宰
治
集
上
巻
』
解
説

(井
伏
鱒
二

昭
24

・
10
新
潮
社
)
の
中
に
引
か
れ

て
い
る
美
知
子
夫
人
の

「手
記
」
に
よ
れ
ぼ
、

こ
の
あ
た
り
、
口
述
筆
記
で
、
夫
人
が
手
を
動
か
し
て
も

い
る
の
だ
か
ら
。
し
か

し
、
そ
う
で
あ
る
な
ら
、
何
も

こ
う

し
た

エ
ピ
ソ
ー
ド
を
付
け
加
わ
え
る
必
要
も

四
四

な

く

、

む

し

ろ

省

い

て
し

ま

っ
て
も

よ

か

っ
た

か
も

し
れ

な

い
。

要

は
作

品

内

部

の
問

題

で
あ

り

、
作

中

の

「
私

」

と
娘

さ

ん

と

の
問

を

必
要

以

上

に
近

づ
け

ず

、

「
私

」

を
対

象

に

没

入

さ

せ

な

い
た

め

の
設

定

と
考

え

る

べ
き

で
あ

る

。

あ

る

い
は

ま

た
、

富

士

を

眺

め

て
休

む

花

嫁

を

、

「
く

す

ぐ

つ
た

い
程

、

ロ

マ

ン
チ

ツ

ク
」

だ

と

言
う

の
だ

が

、

こ

こ
も

、

吉

田

の

「
興

あ

る

ロ

マ
ン

ス
」

の
月

夜

富

士

と
同

じ

く
、

そ

の
言

わ

ば

完

成

さ
れ

そ

う

に
な

っ
た

富

士

と

人

物

の
構

図

を
、

こ

こ

で
は
花

嫁

の

「
欠

伸

」

に
よ

っ
て
崩

し

て

い
る

。

こ
れ

は

ま

た
、

「
タ

イ

ピ

ス

ト

で
も

あ

ら

う

か

、

若

い
知

的

の
娘

さ

ん
」

に

カ

メ
ラ

の

シ

ャ

ヅ
タ

ー
を

頼

ま

れ

た

時

、

人

物

を

「
追

放
」

す

る

こ
と

に

よ

っ
て
、

例

の
構

図

を

崩

し

て

い

る
。

即

ち

、

「
大

き

い
」

「
真

白

い
」

富

士

と

「
小

さ

い
」

「
赤

い
」

罌

粟

の
花

と

の
構

図

を

、

で
あ

る

。

漱

石

『
草

枕

』

は

「
那

美

さ

ん

」

の

「
憐

れ
」

に

よ

っ
て

「
余

が

胸

中

の
画

面

」

が

「
成

就

」

す

る

所

で
閉

じ

ら

れ

る

。

し

か

し
、

太
宰

の
描

く

「
画

面

」

は
、

完

成

し
、

一
瞬

停

止

し
た

か

と

思

う

や

否

や

、

そ

れ

を

つ

き

崩

し
、

そ

こ

と

は

〈
距

離

〉

を

置

こ
う

と
す

る

「
私
」

が

い
る

。

〈
富

士

山

〉

と
は

一
体

何

で
あ

る

か

。

そ

れ

は
、

言

わ

れ

る

よ

う

に

〈
俗

世

間

〉

で
あ

っ
て
も

よ

い
し

、

封

建

的

な

〈
家
〉

の
象

徴

で
で
も

あ

り
う

る
だ

ろ
う

。

要

は
、

有

名

で
あ

り

、

世

俗

的

で
あ

り

、

誰

で
も

知

っ
て

い
る

よ
う

な

も

の
、

に

あ

て

は
ま

る

の
な

ら

、

何

の
象

徴

で
あ

っ
て
も

か

ま

わ

な

い
は
ず

だ
。

そ
う

し

た

意

味

に
お

い

て
な

ら

ぼ

、

あ

る

い
は

〈
父

性
〉

に
伴

な
う

、

家

長

的

権

威

、

日
常

性

、

通

俗

性

、

社

会

性

等

の
象

徴

と

考

え

て
み

て
も

い

い
だ

ろ
う

。

「
私

」

は
、

自

身

を

含

め

て
、

こ

の
よ

う

な

も

の
か

ら

〈
距
離

〉

を

お

こ

う

と

試

み
、

そ

の

〈
距

離

〉

の
置

き

方

を

学

ん

で

い
る

よ

う

に

見

え

る
。

何

故

〈
学

ば

〉

ね

ぼ

な

ら



ぬ
の
か
?

恐
ら
く
そ
れ
は

「
私
」

が
、

〈富
士
〉
的
世
界

へ
赴
く
た
め
だ
か
ら

だ
。こ

れ
ま
で

「富
嶽
百
景
」
に
お
け
る

「私
」

の

〈距
離
〉
の
取
り
方
を
論
ず
る

た
め
に
、

「
俗
な
」
富
士
が
中
心
に
な

っ
た
。
こ
こ
で
は
逆
に

「
い
い
富
士
」

と

言
わ
れ
て
い
る
い
く
つ
か
の
場
面
を
辿

っ
て
み
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
右
の
疑
問
を

考
え
て
み
た
い
。

ま
ず

「
十
国
峠
」

の
富
士
は

「完

全
の
た
の
も
し
さ
」
を
感
じ
さ
せ
、

「
や

つ

て
ゐ
や
が
る
」
と
思
わ
せ
る
。

こ
の
富
士
は
、
新
田
青
年
が
た
ず
ね
て
来
た
場
面
に
引
き

継

が

れ

る
。

「
富

士
は
、
の
つ
そ
り
黙
つ
て
立
つ
て
ゐ
た
。」
そ
し
て

「
よ
く
や
つ
て
る
な
あ
。」

と

「
私
」
は
思
う
。
私
は
も
う

一
度

「
よ
く
や
つ
て
る
」
と
思
い
、
新
田
は

「
よ
く

や

つ
て
ま
す
か
。」

と
笑
う
。
こ
の
言
葉
が

「
十
国
峠
」

の
富
士
を
受
け
て

い
る

の
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

さ
て
、
吉
田
の

「
月
夜
の
富
士
」

で
、

「私
」
は

「
ど
て
ら
姿
」

で
散
歩
に
出

る
。
そ
し
て
、

私
は
溜
息
を

つ
く
。
維
新

の
志
士
。
鞍
馬
天
狗
。
私
は
、
自
分
を
、
そ
れ
だ
と

思

つ
た
。
ち
よ
つ
と
気
取

つ
て
、

ふ
と
こ
ろ
手
し
て
歩
い
た
。
ず
ゐ
ぶ
ん
自
分

が
、

い
い
男
の
や
う
に
思
は
れ
た
。

こ
れ
を
、
次

の

「遊
女
の
富
士
」
の
描
写
に
重
ね
合
わ
せ
て
み
た
い
。

お
い
、

こ
い
つ
ら
を
、
よ
ろ
し
く
頼
む
ぜ
、
そ
ん
な
気
持
で
振
り
仰
げ
ぼ
、
寒

空

の
な
か
、

の
つ
そ
り
突

つ
立

つ
て
ゐ
る
富
士
山
、
そ
の
と
き
の
富
士
は
ま
る

で
、
ど
て
ら
姿
に
、
ふ
と
こ
ろ
手

し
て
傲
然
と
か
ま

へ
て
ゐ
る
大
親
分
の
や
う

「富

獄

百

景
」
論

に
さ

へ
見
え
た
の
で
あ
る
が
、

(…
)

す
る
と
、

「
の
つ
そ
り
突

つ
立

つ
て
ゐ
る
」

の
は
、
新
田
青
年
訪
問
の
際
の
富
士

を
受
け
て
い
る
の
で
あ
り
、

「
ど
て
ら
姿
に
、
ふ
と
こ
ろ
手
し
て
」

い
る
の
は
、

吉
田
の

「
月
夜
の
富
士
」
の

「
私
」

の
姿
に
他
な
ら
な
い
こ
と
に
気
づ
く
。

つ
ま

り
、
こ
の
、
遊
女
を
見
下
ろ
す
富
士
と
、
二
階
に
い
る

「私
」
と
は
、
こ
こ
で

一

緒
に
な

っ
て
し
ま

っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

「
富
嶽
百
景
」
に
は
通
俗
的
な
富
士
し
か
登
場
し
な
い
の
で
は
な
い
。
前
述
以

外
に
も
、
老
婆
が
懸
命
に
註
釈
し
て
く
れ
る

「
い
い
富
士
」
。
見
合
い
の
時

の
「
あ

り
が
た
」

い
富
士
。
あ
る
い
は
、
茶
店

の
娘
が
指
さ
し
た
雪
の
富
士
。
富
士
が
通

俗
的
で
し
か
な
く
、

「
ほ
て
い
さ
ま
の
置
物
」
に
し
か
見
え
な
い

の
な

ら

ぼ
、

「
富
嶽
百
景
」
と
い
う
作
品
は
成
立
し
な
い
。
む
し
ろ

「
俗
な
山
」
の
中
に

〈何

か
〉
を
発
見
す
る
が
故
に
、

こ
の
作
品
は
存
立
す
る
。
も
し
そ
う
で
な
け
れ
ぼ
、

「
単

一
表
現
」
を
も
ち
だ
し
、

「私
」
は
考
え
悩
む
必
要
も
な
か
ろ
う
。
恐
ら
く

そ
の

〈何
か
〉
と
は
、

「私
」
が

「見
合
ひ
」
を
し

「
結
婚
」
を
す
る
状
況
の
設

定
と
密
接
な
関
係
が
あ
る
。
そ
れ
は
、

「私
」
が
夫
と
な
り
、
や
が
て
父
に
な
る

で
あ
ろ
う
生
活
者
と
し
て
当
然
予
想
さ
れ
る

〈通
俗
性
〉
の
洗
い
直
し
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
を
別
の
視
点
か
ら
捉
え
な
お
す
と
次
の
よ
う
に
な
る
。
作
品
に
登
場

す
る
人
物
群
の
多
く
を
二
つ
に
分
け
て
み
る
。
即
ち
、

「
吉
田
」
側

の
人

間

と

「
甲
府
」
側

の
人
問
、
で
あ
る
。

前
者

「吉
田
」
側
か
ら
来
る
の
は

「
能
因
法
師
」、

「新
田
青
年
」
、
月
見
草

の

「
老
婆
」
、
「遊
女
」
た
ち
で
あ
る
。
こ
の

「
吉
田
」
と
い
う
町
は
、

「
お
そ
ろ
し

く
長
い
町
」

で
あ
り
、

「岳
麓
の
感
じ
」
が
し
、

四
五



人

文

學

論

集

富

士

に
、

日
も

、

風
も

さ

へ
ぎ

ら
れ

て
、

ひ

よ

う

ひ
よ

う

に
伸

び

た

茎

の
や

う

で
、
暗

く
、

う

す

ら
寒

い
感

じ

の
町

で
あ

つ
た
。

そ

れ

に

水
も

「
水

量
も

不

足

だ

し
、

汚

い
」
。

植

物

に
喩

え

る

例

の
手

法

か

ら

す

れ

ぼ

、

「
ひ
よ

う

ひ

よ

う

に
伸

び

た
茎

」

と

は
、

ま

さ

に

「
肉

体

よ

ご
れ

て
、

心

も

ま

つ

し

い
」

「
私

」

に

他

な

ら

な

い
。

「
吉

田
」

を

こ
れ

ほ

ど
悪

様

に
言

う

の

は

、

実

は
、

我

が
身

と
我

が
身

の
過
去

を

そ

こ

に
投

影

さ

せ

て

い

る
た

め

で
あ

る

。

一
泊

し

て
峠

に

戻

る

と
、

茶

店

の
二
人

に
誤

解

さ
れ

る

の

は
、

「
吉

田
」

に

「
遊

女
」

が

関

係

し

て

い
る

か

ら

で
あ

り
、

後

に

「
吉

田
」

か
ら

「
遊

女

」

が

く

る

こ

と

に

な

っ
て

い
る
。

こ

の
よ
う

な

町

か

ら
、

ま
ず

「
新

田
青

年

」

は

「
ひ

ど

い
デ

カ
ダ

ン

で
、

そ

れ

に
性

格

破
産

者

」

と

い
う

「
私

」

の
過

去

の
評

判

を

持

っ
て
く

る

。

月

見

草

の

「
老
婆

」

は
、

「
私

」

の
中

か
ら

、

「
虚

無

の
心

」

を

引

き

出

す

。

あ

る

い
は

、

ま

た
、

「
遊

女
」

が

や

っ
て

く

る

と
、

「
私

」

は

「
暗

く

、

わ

び

し

く

、

見

ち

や

居

れ

な

い
」

と
思

っ
て

し

ま
う

。

「
能

因
法

師

」

に

は
、

そ

う

し

た

〈
暗

さ
〉

は

つ
き

ま

と

っ
て
は

い
な

い
も

の

の
、

「
な

つ
か

し
く

思

つ
た
」

り

、

「
脱

俗

し

て
ゐ

る
」

と

い
う

あ

た

り

な

ど

に
、

「
私

」

の
過

去

が

勾

わ

な

く

も

な

い
。

と

も

あ

れ

、

全

体

と

し

て
、

峠

の

「
吉

田
」

側

に

は
、

〈
暗

い
虚

無

的

な

過

去

の
イ

メ

ー
ジ
〉

が

つ

い

て
ま

わ

っ
て

い
る
。

一
方

、

「
ト

ン
ネ

ル
」

の
向

こ
う

に
あ

る

「
甲
府

」

側

は

ど
う

か
。

む

ろ

ん

、

見

合

い
相

手

の

「
娘

さ

ん
」

や

そ

の

「
母
堂

」

が

い
る
所

で
あ

る
。

そ

し

て
ま

た

「
花

嫁
」

が

や

っ
て
来

た
方

向

で
も

あ

る
。

「
峠

の
向

ふ
側

」

つ
ま
り

ト

ン
ネ

ル

側

よ

り

来

る

か

ら

こ
そ
、

娘

さ

ん

に

あ

と

で
か

ら

か

わ
れ

る

「
私

」

の

「
お

嫁

さ

ん
」

と

の

つ
な

が

り

が

よ

り

明
瞭

と

な

る

の
で
あ

る
。

そ

し

て
、

最

後

は

「
タ
イ

ピ

ス

ト
」

風

の

「
華

や

か

な

娘

さ

ん
」

た

ち

で
あ

る
。

こ

の

よ
う

に

つ
な

い

で
み

一

四
六

る
と
、

「
甲
府
」
側
は

〈
明
る
い
未
来
の
イ
メ
ー
ジ
〉
を
思
わ
せ
る
色
調
で
描
か

れ
て
い
る
の
が
わ
か
る
。

以
上

の

「吉
田
」
側
、

「
甲
府
」
側
と
い
う
二
つ
の
方
向
を
用
い
、
本
稿
の
文

脈
に
そ

っ
て
説
明
す
れ
ば
次
の
よ
う
に
な
る
。
即
ち
、
「富
嶽
百
景
」
と
は
、
「吉

田
」

の
町
に
象
徴
さ
れ
る

〈暗
い
虚
無
的
な
過
去
〉
を
持

つ

「私
」
が
、

ト
ン
ネ

ル
の
向

こ
う

「
甲
府
」
側
の

〈明
る
い
未
来
〉
と
い
う

「
通
俗
的
」
な
日
常
生
活

へ
と
赴
く
作
品
で
あ
る
、
と
。

お

わ

り

に

「私
」
は
周
囲
に
い
る
人
た
ち
に
励
ま
さ
れ
、

「
声
援
」
を
送
ら
れ
る
。
そ
の

中

で
、
特
に
、

「私
」
の
精
神
の
恢
復
に
は
、

〈母
娘
家
庭
〉
と
そ
の

〈母
な
る

も

の
〉
の
存
在
が
必
要
と
さ
れ
た
。
か
く
し
て

「私
」
は
人
並
み
の

「結
婚
」
が

で
き
そ
う
な
明
る
い
世
界

へ
旅
立
と
う
と
す
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
同
時
に
、
平

々
凡
々
と
し
た
日
常
生
活

へ
の
歩
み
で
も
あ
り
、
こ
れ
は
や
や
も
す
れ
ぼ

「
通
俗

的
」
な
改
悛

の
物
語
に
な
り
や
す
い
要
素
を
多
分
に
は
ら
ん
で
い
た
。
こ
の
作
品

の
中
、

い
た
る
所

で
、

〈俗
な
富
士
〉
と
の

〈距
離
〉
を
取

っ
て
い
る
の
は
単
な

る
反
発
の
故

で
は
な
い
。
む
し
ろ
無
視
し
え
ぬ
ほ
ど

〈俗
な
富
士
〉
に
近
づ
か
な

け
れ
ぼ
な
ら
な
か

っ
た

「私
」
の
抱
え
た
必
然
性
の
た
め
で
あ
る
。
即
ち
、

こ
の

作
品
で

「私
」

の
学
ん
だ

も
の
は
、

こ

の

〈俗
な
富
士
〉
と
の

〈距
離
め

と
り

方
〉

で
あ

っ
た
。
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「
『
富
嶽
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』
書
き
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じ
め

の

〈
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』

昭
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書
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に

詳

し
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書
店
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(
3
)

地
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に
よ

っ
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は

こ
こ
を

「
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嶽
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と
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る
。

(
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書
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(
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研
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(
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歌
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釈
下
補
訂

版
』

(
昭
56

・
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右
文
書

院
)

は

一
〇

九

七
番

の
歌
に
関
し

て

「
甲
斐

が
嶺

と

い
え

ば
や
は
り
富

士
山
を
中

心
に

い
う

の
が

普

通

で
あ
ろ
う
。
」

と

い

っ
て
い
る
。

つ
ま
り

「
甲
斐

が
ね
」

と

い

っ
て
も
、

そ
れ

が

「富

士
」

そ

の
も

の
を
指
す
か
ど
う

か
は
、
微
妙

で
あ

る
。
太
宰

は
、
歌
そ

の
も

の
か
ら
よ
り
は
む
し
ろ

『
ー

自
然
界
』

の
記
述

か
ら

「
ほ
め
た
」

と
し
た
よ
う

に

考
え
ら
れ

る
。

(
7
)

昭

39

・
9
審
美
社

一
二
五
頁
。

(
8
)

『
i

自
然
界
』

の
奥
付
、
あ

る
い
は
太
宰

の

「
北
芳

四
郎
宛
書
簡
」

(昭

13

・

9

.
19
付
)
等

に
よ

っ
て
も

コ

一十
九
」

の
誤
植

で
あ

る
こ
と
が
わ
か
る
。

(
9
)

山
内
祥
史
編
昭

53

・
6
筑
摩
書
房

(
10
)

『
山
盧
集
』

(
昭

7

・
12
雲
母
社
)

(
11
)

種
茂
勉

「
『
富
嶽
百
景
』
序
章

の
重
要
性
」

(
『
言
語
と
文
芸
』

昭

49

・
11
)

で
も

こ
れ
に
関

し
て
言
及
し

て
い
る
。

(
12
)

以
下

「
東
京
同
時
封
切

の
ほ
か
、
松
竹
大
船

、
珍
優
、
少
年
俳

優
総
出
演

『
親
子

総
動
員
』
杉
狂
児
主
演

『
杉
狂

の
催
眠
術
』

『
事
変

ニ
ュ
ー
ス
』
等
、

料
金
廿

銭
」

と
あ
る
。
な
お
翌

三
日
に
は
次

の
よ
う
な
広
告
が
載

っ
て
い
る
。

付
記

拙
稿
を
成
す
に
あ
た
り
、

「
石
原
初
太
郎
氏
」

関
係
資
料
を
快
く
提
供
し

て
戴

い

た
山
梨
県
立
図
書
館
郷
土
資
料
室

の
皆
様
、
ま
た
甲
府

で
太
宰

の
読
書

会
を
さ
れ

て

い
る

「
シ
ル
ク

ハ
ッ
ト
」

の
方

々
、

そ
れ
に
論
者

の
質

問
に
丁
寧

に
お
答
え

下
さ

っ

た
山
梨
学
院
大

の
浜
野

一
彦

先
生
等
、
各

位
に
厚

く
お
礼
を
申

し
上
げ

ま
す
。

「富

獄

百

景
」
論

四
七


