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横
光
利
一
と
敗
戦
後
文
学

野

中

潤

１

わ
だ
つ
み
の
記
憶

ぼ
や
け
た
一
葉
の
写
真
が
あ
る
。
一
九
三
○
年
（
昭
和
５
）
夏
、
山
形
県
豊
浦

村
（
現
・
鶴
岡
市
）
の
由
良
海
岸
で
「
機
械
」
を
執
筆
し
て
い
た
頃
の
横
光
利
一
が
、

妻
子
と
い
っ
し
ょ
に
写
さ
れ
て
い
る
ス
ナ
ッ
プ
で
あ
る
。
こ
の
と
き
横
光
利
一
は
、
痔

疾
の
た
め
に
手
術
を
し
て
一
ヶ
月
ほ
ど
入
院
し
た
後
、
保
養
を
か
ね
て
由
良
に
滞

在
し
て
い
た
。
白
っ
ぽ
い
和
服
の
着
流
し
に
麦
藁
帽
子
を
か
ぶ
っ
た
横
光
利
一
と
、

同
じ
く
白
い
夏
物
の
洋
服
を
着
た
妻
千
代
は
、
白
山
島
へ
と
向
か
う
長
い
橋
を
渡

お

し

ま

り
始
め
た
と
こ
ろ
と
見
え
る
。
カ
メ
ラ
に
背
中
を
向
け
た
二
人
に
対
し
、
間
に
は

さ
ま
り
手
を
ひ
か
れ
た
愛
息
象
三
だ
け
が
、
眉
を
ひ
そ
め
て
身
体
を
こ
ち
ら
に

向
け
て
い
る
。
幼
い
象
三
は
、
橋
を
渡
る
こ
と
に
不
安
を
感
じ
、
手
を
ひ
く
両
親

に
抗
っ
て
い
る
よ
う
に
も
見
え
る
。
一
方
横
光
利
一
は
、
海
を
吹
き
抜
け
る
風
を

受
け
て
躰
の
線
を
浮
き
上
が
ら
せ
、
心
持
ち
首
を
傾
け
て
視
線
を
象
三
に
送

り
、
橋
を
渡
る
よ
う
に
促
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
海
岸
で
麦
藁
帽
子
を
か
ぶ

っ
た
横
光
利
一
の
背
中
は
、
象
三
の
生
ま
れ
た
年
で
も
あ
る
一
九
二
七
年
（
昭
和

２
）
の
夏
に
自
殺
し
た
芥
川
龍
之
介
の
イ
メ
ー
ジ
と
、
写
真
を
見
る
わ
た
し
の
中

で
微
妙
に
交
錯
す
る
。
そ
う
し
て
、
ピ
ン
ト
の
ぼ
や
け
具
合
と
幽
鬼
の
よ
う
な
横

光
夫
妻
の
「
白
装
束
」
が
、
何
か
不
吉
な
も
の
を
喚
起
す
る
。

も
ち
ろ
ん
、
横
光
利
一
が
没
す
る
の
は
、
十
七
年
後
の
一
九
四
七
年
（
昭
和

）
十
二
月
三
十
日
の
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
「
何
か
不
吉
な
も
の
」
と
い
う
の
は
、
わ

22た
し
の
勝
手
な
思
い
な
し
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
わ
た
し
の
感
覚
は
、
満

二
十
五
歳
に
な
っ
て
記
さ
れ
た
、
横
光
象
三
に
よ
る
次
の
よ
う
な
回
想
記
の
こ
と

ば
に
も
由
来
し
て
い
て
、
や
す
や
す
と
否
定
さ
れ
る
こ
と
を
拒
絶
す
る
。

何
を
考
え
て
い
た
の
か
、
父
は
ま
ん
じ
り
と
も
せ
ず
立
ち
は
だ
か
り
、
そ

の
上
布
の
蚊
飛
白
の
裾
や
袂
を
海
風
に
は
た
め
か
せ
な
が
ら
水
平
線
の
彼

か

が

す

り

方
を
見
詰
め
て
い
た
。
時
折
、
ご
ぼ
ご
ぼ
と
烈
し
く
音
立
て
る
の
は
、
十
米

と
な
い
私
た
ち
の
足
下
が
丁
度
小
さ
な
入
江
風
に
な
っ
て
い
る
為
、
波
濤
の

押
し
寄
せ
る
度
に
ぐ
う
っ
と
海
面
が
盛
り
上
が
っ
て
来
る
音
だ
。
そ
し
て
、

そ
れ
が
退
く
と
き
と
云
っ
た
ら
、
ま
る
で
私
た
ち
も
一
緒
に
曳
き
込
ま
れ
て

行
く
様
で
あ
っ
た
。

海
水
が
濁
っ
て
い
る
な
ら
ま
だ
し
も
、
蛍
光
の
よ
う

な
色
合
い
を
帯
び
て
澄
ん
だ
水
中
に
は
、
断
え
ず
身
を
捩
ら
せ
合
う
海
草

の
繁
み
や
磯
魚
の
往
来
が
手
に
取
る
様
に
伺
い
知
れ
る
だ
け
に
、
私
の
錯
覚
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の
度
を
昂
め
た
の
で
あ
ろ
う
。
…
…
暫
く
そ
う
し
て
眺
め
て
い
た
私
は
、
本

能
的
な
美
の
享
受
と
同
時
に
そ
れ
に
劣
ら
ぬ
恐
怖
に
駆
ら
れ
、
更
に
私
の

存
在
を
忘
れ
た
よ
う
に
父
が
立
っ
て
い
る
と
云
う
事
に
私
は
一
層
頼
り
な

さ
を
覚
え
、
我
識
ら
ず
父
の
袖
を
二
、
三
度
引
っ
張
っ
て
云
っ
た
。

「
怖
い
ね
え
。
な
ん
だ
か
死
ん
じ
ゃ
う
み
た
い
だ
。
パ
パ
、
帰
ろ
う
よ
」

目
交
の
海
面
を
指
示
し
乍
ら
の
私
は
、
そ
の
と
き
父
が
ど
ん
な
表
情
を

ま
な
か
い

な
が

と
っ
て
い
た
か
知
る
由
も
な
い
。
返
事
が
な
い
の
で
振
り
返
え
っ
て
み
た
と

き
、
父
は
私
の
指
す
海
面
を
じ
っ
と
見
詰
め
て
い
た
。
…
…
私
た
ち
の
背
後

で
一
際
音
高
く
波
濤
が
砕
け
散
っ
た
。
そ
の
水
煙
が
未
だ
消
え
や
ら
ぬ
内

だ
っ
た
。

「
ど
う
だ
、
象
べ
え
（
父
は
私
を
こ
う
呼
ん
で
い
た
）
…
…
パ
パ
と
あ
の
中
へ

見
物
に
行
く
か
…
…
」

波
音
に
消
さ
れ
ま
い
と
す
る
為
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
、
だ
が
私
に
と
っ
て

そ
の
唐
突
な
父
の
大
き
な
声
は
理
由
も
な
く
恐
怖
の
頂
点
へ
押
し
上
げ
た
。

…
…
砂
遊
び
の
バ
ケ
ツ
が
岩
角
に
弾
ね
な
が
ら
転
げ
落
ち
て
行
っ
た
。
反
射

的
に
父
の
体
に
し
が
み
つ
い
た
私
は
自
分
の
声
で
総
て
を
払
い
落
す
か
の
如

く
、
現
実
の
安
定
感
を
呼
び
戻
す
か
の
如
く
、
無
我
夢
中
で
泣
き
喚
い
て
い

た
。
…
…

一
九
三
○
年
（
昭
和
５
）
当
時
、
戸
籍
に
よ
る
と
一
九
二
七
年
（
昭
和
２
）
十
一

月
三
日
生
ま
れ
の
象
三
は
、
数
え
年
で
四
歳
と
は
言
え
、
こ
の
と
き
は
満
三
歳
に

も
な
ら
な
い
幼
児
で
あ
る
。
果
た
し
て
父
と
の
や
り
と
り
を
、
こ
ん
な
に
は
っ
き
り

と
記
憶
で
き
る
も
の
だ
ろ
う
か
。
も
し
か
す
る
と
、
断
崖
の
父
の
記
憶
は
、
後
年

の
体
験
の
断
片
を
モ
ン
タ
ー
ジ
ュ
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
成
さ
れ
た
幻
影
に
過
ぎ

な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

し
か
し
横
光
象
三
の
証
言
に
よ
れ
ば
、
こ
の
と
き
の
記
憶
は
、
父
横
光
利
一
に

よ
っ
て
追
認
さ
れ
て
い
る
ら
し
い
の
だ
。

勿
論
、
記
憶
に
鮮
や
か
に
刻
ま
れ
た
あ
の
岬
の
突
端
で
の
父
の
言
葉
は
、
何

の
意
味
も
な
く
口
に
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
否
、
そ
う
に
違
い
な
い
。
第
一
、

あ
の
齢
に
あ
る
私
が
ど
う
し
て
察
知
し
得
た
ろ
う
か
、
様
々
な
不
吉
な
予
感

な
ど
を
…
…
。
他
で
も
な
い
。
た
だ
後
年
、
何
か
の
折
に
そ
の
頃
の
話
が
食
卓
の

話
題
に
上
っ
た
時
、
私
は
次
の
よ
う
な
事
を
父
が
言
っ
た
の
を
想
い
起
し
て
勝

手
に
想
像
し
、
関
連
づ
け
て
見
る
だ
け
な
の
で
あ
る
。
即
ち
父
は
言
っ
た
。

《
全
く
、
あ
の
と
き
ほ
ど
神
の
啓
示
を
感
じ
さ
せ
ら
れ
た
事
は
な
か
っ
た
。
》

（横光佑典氏蔵）
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…
…
な
ぜ
か
私
は
今
日
も
尚
、
ふ
と
街
中
な
ど
で
呉
服
屋
の
店
先
に
あ
る
上

布
の
蚊
飛
白
を
見
掛
け
る
度
に
、
砕
け
散
る
波
濤
の
響
き
を
耳
に
す
る
よ
う

な
錯
覚
に
襲
わ
れ
る
。
（
横
光
象
三
「
回
想
の
中
の
父
」
、
一
九
五
六
年
一
月

『
横
光
利
一
全
集

』
月
報
・
河
出
書
房
）

12

山
形
県
由
良
海
岸
の
白
山
島
は
、
お
そ
ら
く
周
囲
一
キ
ロ
に
も
満
た
な
い
小

お

し

ま

島
で
あ
る
。
緩
や
か
な
入
江
の
中
央
か
ら
島
へ
向
か
っ
て
、
幅
二
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
、

長
さ
百
メ
ー
ト
ル
強
の
橋
が
の
び
て
い
て
、
そ
の
景
観
か
ら
「
東
北
の
江
ノ
島
」
と

も
呼
ば
れ
て
い
る
。
浜
辺
か
ら
見
る
と
西
側
に
位
置
す
る
白
山
島
の
夕
景
は
、
ま

さ
に
絶
景
と
言
う
ほ
か
な
く
、
日
本
列
島
の
中
で
水
平
線
に
没
す
る
夕
陽
を
見

る
こ
と
の
で
き
る
場
所
の
中
で
も
、
屈
指
の
美
し
さ
で
あ
る
と
言
っ
て
も
い
い
だ
ろ

う
。
島
の
周
囲
は
岩
場
で
、
砂
浜
は
殆
ど
な
く
、
磯
釣
り
の
名
所
で
あ
る
と
と
も

に
、
水
難
事
故
の
起
き
や
す
い
場
所
で
も
あ
る
。
小
さ
な
島
で
は
あ
る
が
、
高
さ

は
約
七
○
メ
ー
ト
ル
も
あ
り
、
頂
上
に
あ
る
白
山
神
社
ま
で
ま
っ
す
ぐ
伸
び
た
石

段
は
き
わ
め
て
急
峻
だ
。
ま
た
こ
う
し
た
場
所
の
な
ら
い
と
し
て
、
自
殺
す
る
者

も
い
る
ら
し
い
。
白
山
神
社
の
古
い
石
段
を
上
っ
て
、
猫
の
額
ほ
ど
の
境
内
に
立
つ

と
、
塔
の
て
っ
ぺ
ん
に
立
っ
た
よ
う
な
感
覚
に
襲
わ
れ
、
は
る
か
眼
下
に
横
た
わ
る

周
囲
の
海
は
、
ま
さ
に
〈
死
〉
の
表
徴
で
あ
る
。
幼
い
象
三
に
と
っ
て
、
十
メ
ー
ト
ル

ほ
ど
の
足
下
に
波
が
打
ち
寄
せ
る
「
小
さ
な
入
江
風
」
の
岩
場
も
、
お
そ
ら
く
同

じ
よ
う
な
恐
怖
を
感
じ
さ
せ
る
場
所
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。

し
か
し
じ
つ
は
、
「
象
べ
え
」
が
砂
遊
び
の
バ
ケ
ツ
を
落
と
し
た
場
所
は
、
由
良
海

岸
で
は
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
象
三
は
こ
の
場
所
を
「
Ｓ
海
岸
」
と
記
し
て
い
て
、
こ

れ
が
イ
ニ
シ
ャ
ル
だ
と
す
れ
ば
、
由
良
か
ら
直
線
距
離
で
三
キ
ロ
ほ
ど
の
と
こ
ろ
に

あ
る
三
瀬
海
岸
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
だ
。
三
瀬
海
岸
に
は
、
由
良
の
浜
を
そ

の
ま
ま
小
さ
く
し
た
よ
う
な
美
し
い
入
り
江
が
あ
り
、
海
に
向
か
っ
て
左
手
に
大

き
な
岩
が
そ
そ
り
立
っ
て
い
る
。
断
崖
の
足
下
に
は
た
し
か
に
波
濤
が
押
し
寄
せ

て
い
て
、
象
三
の
記
憶
の
中
の
風
景
と
同
じ
で
あ
る
。
由
良
海
岸
の
ぼ
や
け
た
写

真
と
象
三
の
記
憶
を
そ
の
ま
ま
結
び
つ
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
。

た
だ
、
ぼ
や
け
た
写
真
と
像
三
の
記
憶
が
、
き
わ
め
て
近
接
し
た
二
つ
の
時
空
に

位
置
し
て
い
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
だ
か
ら
、
写
真
か
ら
「
何
か
不
吉
な
も
の
」
を

受
け
取
る
わ
た
し
の
感
覚
妥
当
性
は
、
象
三
の
証
言
に
も
裏
付
け
ら
れ
て
い
る
こ

と
に
な
る
。
写
真
の
横
光
利
一
も
、
橋
を
渡
っ
た
後
、
白
山
島
の
断
崖
に
立
っ
て

幼
い
「
象
べ
え
」
に
死
の
恐
怖
を
感
じ
さ
せ
た
か
も
知
れ
な
い
。
少
な
く
と
も
、
同

じ
よ
う
に
水
平
線
の
彼
方
を
見
つ
め
て
い
た
に
違
い
な
い
、
と
わ
た
し
は
感
じ
る
。

い
っ
た
い
横
光
利
一
は
、
「
水
平
線
の
彼
方
」
に
何
を
見
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。

２

『
夜
の
靴
』
と
わ
だ
つ
み
へ
の
眼
差
し

〈
敗
戦
〉
と
い
う
出
来
事
を
横
光
利
一
は
次
の
よ
う
に
描
写
し
て
い
る
。

八
月

日

駈
け
て
来
る
足
駄
の
音
が
庭
石
に
躓
い
て
一
度
よ
ろ
け
た
。
す
る
と
、
柿
の

木
の
下
へ
顕
れ
た
義
弟
が
真
つ
赤
な
顔
で
、
「
休
戦
休
戦
」
と
い
ふ
。
借
り
物
ら

し
い
足
駄
で
ま
た
そ
こ
で
躓
い
た
。
躓
き
な
が
ら
、
「
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
全
部
承

認
。
」
と
い
ふ
。

「
ほ
ん
と
か
な
。
」

「
ほ
ん
と
。
今
ラ
ヂ
オ
が
さ
う
云
つ
た
。
」



- 23 -

私
は
ど
う
と
倒
れ
た
や
う
に
片
手
を
畳
に
つ
き
、
庭
の
斜
面
を
見
て
ゐ
た
。

な
だ
れ
下
つ
た
夏
菊
の
懸
崖
が
焔
の
色
で
燃
え
て
ゐ
る
。
そ
の
背
後
の
山
が
無

言
の
ど
よ
め
き
を
上
げ
、
今
に
も
崩
れ
か
か
つ
て
来
さ
う
な
西
日
の
底
で
、
幾

つ
も
の
火
の
丸
が
狂
め
き
返
つ
て
ゐ
る
。

「
と
に
か
く
、
こ
ん
な
と
き
は
山
へ
で
も
行
き
ま
せ
う
よ
。
」

「
い
や
、
今
日
は
も
う
…
…
」

義
弟
の
足
駄
の
音
が
去
っ
て
い
つ
て
か
ら
、
私
は
柱
に
背
を
凭
せ
膝
を
組
ん

で
庭
を
見
つ
づ
け
た
。
敗
け
た
。

い
や
、
見
な
け
れ
ば
分
か
ら
な
い
。
し
か

し
、
何
処
を
見
る
の
だ
。
こ
の
村
は
む
か
し
の
古
戦
場
の
あ
と
で
そ
れ
だ
け
だ
。

野
山
に
汎
濫
し
た
西
日
の
総
勢
が
、
右
往
左
往
に
よ
ぢ
れ
あ
ひ
流
れ
の
末
を

知
ら
ぬ
や
う
だ
。

一
九
四
五
年
（
昭
和

）
八
月
十
五
日
の
「
終
戦
」
か
ら
「
大
東
亜
戦
争
」
勃
発

20

の
十
二
月
八
日
ま
で
、
夏
か
ら
冬
に
至
る
四
ヶ
月
足
ら
ず
の
疎
開
生
活
を
記
録

し
た
『
夜
の
靴
』
（
一
九
四
六
年
十
一
月
、
鎌
倉
文
庫
）
の
冒
頭
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で

い
く
た
び
も
引
用
さ
れ
た
箇
所
だ
が
、
確
か
に
見
事
な
文
章
だ
。
真
率
平
易
で
あ

る
と
と
も
に
、
き
わ
め
て
技
巧
的
な
文
章
で
も
あ
る
。

た
と
え
ば
、
「
駈
け
て
来
る
足
駄
の
音
が
庭
石
に
躓
い
て
一
度
よ
ろ
け
た
」
と
い

う
義
弟
の
心
理
を
描
写
す
る
冒
頭
の
一
文
や
、
「
庭
の
斜
面
」
の
背
後
に
あ
る
山

が
「
無
言
の
ど
よ
め
き
」
を
あ
げ
る
と
い
う
く
だ
り
の
擬
人
法
の
使
い
方
な
ど
は
、

い
か
に
も
横
光
利
一
ら
し
い
技
巧
的
表
現
で
あ
る
。
ま
た
、「
ラ
ヂ
オ
」「
菊
」「
火

の
丸
」
と
い
う
よ
う
な
、
昭
和
天
皇
を
め
ぐ
る
換
喩
的
な
表
現
と
、
二
度
に
わ

た
っ
て
使
わ
れ
て
い
る
「
西
日
」
と
い
う
言
葉
が
、
「
大
日
本
帝
国
」
の
敗
戦
を
見
事

に
表
象
し
て
い
く
。
さ
ら
に
、
こ
れ
ら
の
技
巧
的
な
表
現
に
加
え
て
、
「
ほ
ん
と
か

な
。
」
と
い
う
呟
き
や
、
「
敗
け
た
。

い
や
、
見
な
け
れ
ば
分
か
ら
な
い
。
し
か

し
、
何
処
を
見
る
の
だ
。
」
と
い
う
真
率
な
内
面
の
声
が
表
出
さ
れ
る
こ
と
で
、
一

連
の
印
象
鮮
や
か
な
叙
述
が
構
成
さ
れ
て
い
る
。

横
光
利
一
が
疎
開
し
た
の
は
、
山
形
県
西
田
川
郡
上
郷
村
（
現
、
鶴
岡
市
）
大

字
西
目
の
山
口
地
区
で
あ
る
。
『
夜
の
靴
』
に
登
場
す
る
殆
ど
の
人
物
に
は
実
名

で
は
な
く
仮
名
が
使
わ
れ
て
い
る
の
だ
が
、
書
き
手
の
「
私
」
は
「
横
光
利
一
」
と
し

て
登
場
し
て
い
て
、
実
際
の
体
験
や
見
聞
に
基
づ
い
た
記
述
が
多
い
と
思
わ
れ

る
。
し
た
が
っ
て
、
引
用
の
中
に
「
背
後
の
山
」
と
あ
る
の
は
、
横
光
利
一
が
滞
在
し

た
山
口
地
区
の
西
方
に
あ
る
標
高
三
○
七
メ
ー
ト
ル
の
荒
倉
山
の
こ
と
だ
と
考

え
て
よ
い
。
そ
こ
に
は
、
か
つ
て
東
羽
黒
の
月
山
神
社
と
一
対
を
な
し
た
荒
倉
神

社
が
鎮
座
し
て
い
る
。
ま
た
引
用
の
結
び
近
く
に
「
古
戦
場
」
と
あ
る
の
は
、
一
五

八
九
年
（
天
正

）
、
こ
の
一
帯
の
人
々
が
太
閤
検
地
に
抵
抗
す
る
一
揆
を
起
こ

17

し
た
た
め
、
土
地
の
豪
族
で
あ
っ
た
安
部
一
族
が
討
伐
さ
れ
て
一
山
こ
と
ご
と
く

焼
き
払
わ
れ
た
と
い
う
故
事
を
踏
ま
え
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
「
そ
の
背
後
の
山

が
無
言
の
ど
よ
め
き
を
上
げ
、
今
に
も
崩
れ
か
か
つ
て
来
さ
う
な
西
日
の
底
で
、

幾
つ
も
の
火
の
丸
が
狂
め
き
返
つ
て
ゐ
る
」
と
い
う
描
写
は
、
こ
の
土
地
に
刻
ま
れ

た
遠
い
敗
戦
の
記
憶
を
、
現
在
進
行
形
の
〈
敗
戦
〉
と
重
ね
た
も
の
で
あ
る
こ
と
に

な
る
。
『
夜
の
靴
』
は
、
こ
の
故
事
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

こ
の
村
は
平
野
を
へ
だ
て
た
東
羽
黒
と
対
立
し
、
伽
藍
堂
塔
三
十
五
堂
立

ち
竝
ん
だ
西
羽
黒
の
む
か
し
の
跡
だ
が
、
当
時
の
殷
賑
を
う
か
べ
た
地
表
の
さ

ま
は
、
背
後
の
山
の
姿
や
、
山
裾
の
流
れ
の
落
ち
消
え
た
田
の
中
に
、
点
点
と
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鳥
の
よ
う
に
泛
き
残
つ
て
ゐ
る
丘
陵
の
高
ま
り
で
窺
は
れ
る
。
浮
雲
の
た

う

だ
よ
ふ
下
、
崩
れ
た
土
か
ら
喰
み
出
て
ゐ
る
石
塊
の
お
も
む
き
蒼
樸
た
る

古
情
、
小
川
の
縁
の
石
垣
ふ
か
く
、
光
陰
の
し
め
り
刻
ん
だ
な
め
ら
か
さ
、

今
も
掘
り
出
さ
れ
る
矢
の
根
石
な
ど
、
東
羽
黒
に
追
ひ
詰
め
ら
れ
て
滅
亡

し
た
僧
兵
ら
の
辷
り
下
り
、
走
り
上
つ
た
山
路
も
、
峠
一
つ
登
れ
ば
下
は

海
だ
。
朴
の
葉
や
、
柏
の
葉
、
杉
、
栗
、
楢
、
の
雑
木
林
に
と
り
包
ま
れ

た
、
下
へ
下
へ
と
平
野
の
中
へ
低
ま
つ
て
い
く
山
懐
の
村
で
あ
る
。
義
経

が
京
の
白
河
か
ら
平
泉
へ
落
ち
て
行
く
途
中
も
、
多
分
こ
こ
を
通
つ
て
、

一
夜
を
こ
こ
の
山
堂
の
中
で
眠
つ
た
こ
と
だ
ら
う
。
峠
の
中
に
今
も
弁
慶

の
泉
と
い
ふ
の
も
あ
る
。

横
光
利
一
が
、
源
義
経
や
弁
慶
ま
で
呼
び
出
し
て
語
ろ
う
と
し
て
い
る
こ
と
が

何
で
あ
る
の
か
は
明
瞭
だ
ろ
う
。
「
横
光
利
一
に
と
っ
て
、
〈
八
・
一
五
〉
は
〈
解
放
〉

で
は
な
く
、
文
字
ど
お
り
の
〈
敗
戦
〉
だ
っ
た
の
だ
」
（
大
久
保
典
夫
「
横
光
利
一
の

戦
中
・
戦
後
」
、
一
九
八
三
年
十
月
『
解
釈
と
鑑
賞
』
）
。

『
夜
の
靴
』
の
舞
台
と
な
っ
た
上
郷
村
大
字
西
目
の
山
口
地
区
は
、
東
側
に
庄

内
平
野
の
水
田
地
帯
を
望
み
、
西
側
に
荒
倉
山
を
中
心
と
す
る
小
さ
な
山
地
を

抱
え
た
小
さ
な
集
落
で
あ
る
。
荒
倉
山
の
向
こ
う
側
へ
と
峠
を
越
え
る
と
、
す
ぐ

に
日
本
海
に
出
る
。
つ
ま
り
、
庄
内
平
野
の
西
端
に
位
置
す
る
集
落
で
あ
る
。
山

裾
の
ゆ
る
や
か
な
傾
斜
地
に
三
十
軒
ほ
ど
の
農
家
が
点
在
し
て
い
て
、
横
光
利
一

が
疎
開
し
た
佐
藤
松
右
衛
門
（
作
中
「
参
右
衛
門
」
）
宅
は
集
落
の
ほ
ぼ
中
央
に

あ
る
。
当
時
の
松
右
衛
門
邸
は
建
て
か
え
ら
れ
て
残
っ
て
い
な
い
が
、
間
取
り
は
わ

か
っ
て
い
る
。
村
上
文
昭
の
『
横
光
利
一
「
夜
の
靴
」
の
世
界
』
（
二
○
○
四
年
九
月

・
東
北
出
版
企
画
）
に
よ
る
と
、
横
光
利
一
が
敗
戦
の
日
に
「
柱
に
背
を
凭
せ
膝

を
組
ん
で
」
見
続
け
た
庭
は
、
視
界
が
開
け
た
庄
内
平
野
の
方
角
で
は
な
く
、
荒

倉
山
の
方
角
、
す
な
わ
ち
西
に
あ
っ
た
ら
し
い
。
だ
か
ら
、
『
夜
の
靴
』
が
事
実
に

忠
実
に
書
か
れ
て
い
る
と
仮
定
す
れ
ば
、
横
光
利
一
は
、
夕
刻
に
敗
戦
を
知
り
、

落
日
を
眺
め
な
が
ら
感
慨
に
ふ
け
っ
た
こ
と
に
な
る
。
ま
た
敗
戦
後
の
日
々
の
中

で
何
度
も
庭
を
眺
め
た
横
光
利
一
は
、
過
去
の
敗
残
者
た
ち
の
記
憶
を
喚
起
す

る
西
方
に
眼
差
し
を
向
け
る
の
を
日
課
と
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
の
だ
。
「
敗
け

た
。

い
や
、
見
な
け
れ
ば
分
か
ら
な
い
。
し
か
し
、
何
処
を
見
る
の
だ
。
」
と
い

う
問
い
に
真
摯
に
向
き
合
お
う
と
す
る
な
ら
、
鶴
岡
市
街
へ
と
続
く
庄
内
平
野

が
眼
前
に
開
け
、
東
京
へ
と
続
く
鉄
路
の
中
に
羽
前
水
沢
駅
が
あ
る
東
方
を
見

る
べ
き
な
の
だ
ろ
う
が
、
『
夜
の
靴
』
の
「
私
」
は
、
〈
現
実
〉
に
背
を
向
け
る
か
の
よ

う
に
荒
倉
山
の
あ
る
西
方
に
眼
差
し
を
注
ぎ
続
け
る
。

た
だ
し
、
玉
音
放
送
が
あ
っ
た
の
が
一
九
四
五
年
（
昭
和

）
八
月
十
五
日
の

20

正
午
だ
っ
た
こ
と
を
考
え
る
と
、
こ
う
し
た
眼
差
し
の
あ
り
よ
う
自
体
、
敗
戦
の

心
象
風
景
を
表
現
す
る
た
め
の
虚
構
で
あ
る
と
見
な
し
た
方
が
よ
い
の
か
も
知

れ
な
い
。
「
今
ラ
ヂ
オ
が
さ
う
云
つ
た
」
と
い
う
義
弟
の
言
葉
が
正
午
か
ら
の
玉
音

放
送
を
指
す
も
の
だ
と
す
れ
ば
、
直
後
に
「
今
に
も
崩
れ
か
か
つ
て
来
さ
う
な
西

日
」
に
つ
い
て
の
描
写
が
あ
る
の
は
不
自
然
だ
か
ら
だ
。
八
月
十
五
日
は
、
正
午
の

玉
音
放
送
に
先
だ
っ
て
、
朝
か
ら
繰
り
返
し
「
重
大
放
送
」
が
予
告
さ
れ
て
い
た
。

ま
た
、
昭
和
天
皇
の
声
が
放
送
さ
れ
た
後
に
は
、
放
送
員
が
「
終
戦
の
詔
勅
」
を

代
読
し
た
上
で
こ
れ
ま
で
の
経
緯
を
説
明
し
て
い
る
。
「
今
ラ
ヂ
オ
が
さ
う
云
つ

た
」
と
い
う
伝
聞
に
よ
っ
て
、
夏
の
太
陽
が
没
す
る
時
刻
に
よ
う
や
く
敗
戦
に
気

づ
く
と
い
う
状
況
は
ち
ょ
っ
と
想
像
し
に
く
い
。
だ
か
ら
こ
の
場
面
に
は
、
日
の
没



- 25 -

す
る
西
方
へ
の
眼
差
し
の
中
に
〈
敗
戦
〉
と
い
う
現
実
を
描
き
出
そ
う
と
す
る
横

光
利
一
の
作
為
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
。

言
う
ま
で
も
な
く
、
西
方
と
は
こ
の
場
合
、
死
者
た
ち
の
い
る
〈
彼
岸
〉
の
メ
タ

フ
ァ
ー
で
あ
る
。
そ
し
て
西
方
へ
の
眼
差
し
の
先
に
い
る
の
は
、
お
そ
ら
く
太
閤
検

地
の
時
代
の
死
者
た
ち
だ
け
で
は
な
い
。
「
追
ひ
詰
め
ら
れ
て
滅
亡
し
た
僧
兵
ら

の
辷
り
下
り
、
走
り
上
つ
た
山
路
も
、
峠
一
つ
登
れ
ば
下
は
海
だ
」
と
あ
る

通
り
、
庭
の
斜
面
か
ら
背
後
の
山
を
見
つ
め
る
『
夜
の
靴
』
の
眼
差
し
は
、
終
わ
っ

た
ば
か
り
の
戦
争
の
死
者
た
ち
が
眠
る
わ
だ
つ
み
に
ま
で
届
い
て
い
る
。

た
と
え
ば
、
追
い
つ
め
ら
れ
た
僧
兵
た
ち
と
源
義
経
に
言
及
し
た
引
用
箇
所
の

直
前
に
、
「
古
戦
場
の
残
す
匂
ひ
の
や
う
な
、
稀
に
見
る
美
し
い
老
婆
」
で
あ
る
利

枝
に
つ
い
て
の
記
述
が
あ
る
。
七
十
歳
の
老
婆
で
あ
る
利
枝
の
美
し
さ
の
源
は
、

「
微
笑
」
だ
と
い
う
。
「
私
」
は
、
笑
う
と
き
に
口
元
か
ら
洩
れ
る
利
枝
の
歯
に
、

「
あ
る
感
動
を
吸
ひ
よ
せ
視
線
を
そ
ら
す
こ
と
が
出
来
な
い
」
と
い
う
の
だ
。
そ
し

て
利
枝
の
微
笑
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。

私
は
こ
の
老
婆
の
微
笑
を
見
る
と
、
ふ
ッ
と
吹
か
れ
て
飛
ぶ
塵
あ
と
の
、
あ

の
一
点
の
清
潔
な
明
る
さ
を
感
じ
る
。
沖
縄
戦
で
末
子
が
潜
水
艦
に
乗
り
く

み
戦
死
し
た
ば
か
り
で
あ
る
。
も
し
婦
人
と
い
ふ
も
の
に
老
醜
な
く
、
す
べ
て
が

こ
の
や
う
に
な
る
も
の
な
ら
、
人
生
は
し
ば
ら
く
狂
言
を
変
へ
る
こ
と
だ
ら
う

と
思
ふ
。
そ
の
や
う
な
顔
だ
。

利
枝
の
美
し
い
微
笑
は
、
老
婆
の
純
粋
さ
や
質
朴
さ
を
表
出
し
た
と
い
う
だ

け
の
単
純
な
も
の
で
は
な
い
。
戦
争
で
息
子
を
亡
く
し
た
悲
し
み
に
裏
打
ち
さ
れ

た
、
運
命
を
粛
々
と
受
け
い
れ
る
無
垢
な
魂
の
発
露
と
し
て
感
受
さ
れ
て
い
る
の

だ
。
そ
し
て
、
「
十
七
歳
の
と
き
こ
こ
の
家
か
ら
峠
を
越
し
て
海
浜
の
村
へ
嫁
入
し

た
老
婆
」
で
あ
る
利
枝
自
体
が
、
「
海
」
を
表
象
す
る
換
喩
的
存
在
で
あ
る
。
「
漁

村
」
や
「
魚
」
と
い
う
言
葉
を
と
も
な
っ
て
何
度
も
言
及
さ
れ
る
利
枝
は
、
「
由
良

の
老
婆
の
利
枝
」
と
称
さ
れ
て
い
る
。
由
良
を
知
る
者
に
と
っ
て
、
利
枝
の
微
笑
の

美
し
さ
は
、
水
平
線
に
沈
む
美
し
い
夕
陽
の
イ
メ
ー
ジ
と
、
隠
喩
的
関
係
に
お
か

れ
て
い
る
と
言
っ
て
も
よ
い
。
し
た
が
っ
て
、
参
右
衛
門
の
家
の
西
側
に
あ
る
庭
の

斜
面
へ
と
向
け
ら
れ
た
『
夜
の
靴
』
の
眼
差
し
は
、
沖
縄
戦
で
没
し
た
利
枝
の
末
子

を
は
じ
め
と
す
る
戦
争
の
死
者
た
ち
が
眠
る
、
わ
だ
つ
み
へ
の
眼
差
し
を
伏
在
さ

せ
て
い
る
と
も
言
え
る
。
「
二
十
八
戸
の
村
か
ら
十
七
人
出
征
し
て
ゐ
る
。
そ
の
う

ち
二
人
だ
け
が
帰
つ
て
来
た
」
と
か
、
「
長
女
が
樺
太
に
嫁
い
で
ゐ
る
折
、
引
き
上

げ
家
族
を
乗
せ
た
船
を
、
国
籍
不
明
の
潜
水
艦
が
撃
沈
し
た
と
い
ふ
噂
」
と
か
、

「
長
男
で
電
信
員
と
し
て
台
湾
へ
出
征
中
、
死
亡
の
疑
ひ
濃
く
な
つ
て
来
て
ゐ
る
」

と
か
、
「
こ
こ
で
も
床
の
間
に
戦
死
し
た
長
男
の
写
真
が
大
き
な
額
に
懸
け
て
あ

る
」
と
い
っ
た
形
で
、
戦
争
の
死
者
た
ち
が
点
描
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
考
え
に
入
れ

れ
ば
、
わ
だ
つ
み
へ
の
眼
差
し
の
持
つ
意
味
が
決
し
て
軽
い
も
の
で
は
な
い
こ
と
が
わ

か
る
だ
ろ
う
。
沖
縄
で
死
ん
だ
利
枝
の
末
子
と
結
婚
す
る
は
ず
だ
っ
た
久
左
衛
門

の
末
娘
「
せ
つ
」
の
と
こ
ろ
に
、
新
し
い
縁
談
が
持
ち
込
ま
れ
て
い
る
こ
と
を
記
し
た

十
月
最
後
の
日
誌
が
、
「
山
頂
近
く
に
一
本
高
く
見
え
る
楢
の
木
に
、
日
ご
と
に

多
く
日
本
海
の
方
か
ら
鶸
の
群
が
渡
つ
て
来
て
止
る
」
と
い
う
情
景
描
写
か
ら
書

ひ
わ

き
出
さ
れ
て
い
る
の
も
、
こ
う
し
た
読
み
筋
の
妥
当
性
の
傍
証
で
あ
る
。
も
ち
ろ

ん
「
鶸
」
と
は
渡
り
鳥
で
あ
り
、
次
の
よ
う
な
『
夜
の
靴
』
の
一
節
と
も
照
応
す
る
。

ひ
わ
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日
本
の
全
部
を
あ
げ
て
汗
水
た
ら
し
て
働
い
て
い
る
の
も
、
い
つ
の
日
か
、
誰

か
一
人
の
詩
人
に
、
ほ
ん
の
一
行
の
生
き
た
し
る
し
を
書
か
し
め
る
た
め
か
も

し
れ
な
い
、
と
思
う
こ
と
は
誤
り
だ
ろ
う
か
。

淡
海
の
み
ゆ
ふ
な
み
ち
ど
り
な
が
な
け
ば
心
も
し
ぬ
に
い
に
し
へ思
ほ
ゆ
（人
麿
）

何
と
美
し
い
一
行
の
詩
だ
ろ
う
。
こ
れ
を
越
し
た
詩
は
か
つ
て
一
行
で
も
あ
っ

た
だ
ろ
う
か
。
た
と
え
こ
の
ま
ま
国
が
滅
ぼ
う
と
も
、
こ
れ
で
生
き
た
証
拠
に
な

っ
た
と
思
わ
れ
る
も
の
は
、
こ
の
他
に
何
が
あ
る
だ
ろ
う
。
こ
れ
に
並
ぶ
も
の
に
、

荒
海
や
佐
渡
に
よ
こ
た
ふ
天
の
川
（
芭
蕉
）

今
や
こ
の
詩
は
実
に
さ
み
し
く
美
し
い
。
去
年
ま
で
と
は
こ
れ
程
も
美
し
く

違
う
も
の
か
と
私
は
思
う
。

柿
本
人
麻
呂
の
歌
を
意
味
が
は
っ
き
り
す
る
よ
う
に
表
記
す
れ
ば
、
「
淡
海
の

海
夕
波
千
鳥
汝
が
鳴
け
ば
情
も
し
の
に
古
思
ほ
ゆ
」
と
な
る
。
「
淡
海
」
は
琵
琶
湖

を
指
し
て
い
て
日
本
海
で
は
な
い
が
、
千
鳥
も
鶸
と
同
じ
渡
り
鳥
で
あ
る
こ
と
を

ひ
わ

考
え
る
と
、
水
を
隔
て
て
「
彼
岸
」
と
対
峙
す
る
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
喚
起
さ
れ

る
。
琵
琶
湖
が
、
幼
時
の
横
光
利
一
が
過
ご
し
た
大
津
の
記
憶
と
結
び
つ
く
こ
と

も
無
視
で
き
な
い
し
、
同
時
に
古
の
人
々
に
と
っ
て
「
淡
海
」
が
大
陸
へ
と
い
た
る
旅

路
の
始
発
点
で
あ
っ
た
こ
と
も
見
逃
せ
な
い
。

柿
本
人
麻
呂
の
引
用
の
直
前
に
は
、
「
独
立
問
題
の
喧
し
く
な
つ
て
来
て
ゐ
た

折
」
に
、
「
朝
鮮
の
あ
る
作
家
」
に
「
マ
ラ
ル
メ
の
詩
論
の
感
想
」
を
洩
ら
し
た
と
い
う

話
も
挿
入
さ
れ
て
い
る
。
マ
ラ
ル
メ
が
「
た
と
え
全
人
類
が
滅
ん
で
も
こ
の
詩
た
だ

一
行
残
れ
ば
、
人
類
は
生
き
た
甲
斐
が
あ
る
」
と
思
っ
て
い
た
と
い
う
話
で
、
人
麻

呂
や
芭
蕉
の
詩
句
を
紹
介
す
る
契
機
と
し
て
語
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、

マ
ラ
ル
メ
に
つ
い
て
の
「
私
」
の
発
言
の
あ
と
に
、
「
朝
鮮
の
作
家
は
眼
を
耀
か
せ
て

黙
つ
て
ゐ
た
。
し
か
し
、
こ
の
作
家
は
も
う
朝
鮮
へ
去
つ
て
ゐ
る
」
と
書
か
れ
て
い

る
。
『
夜
の
靴
』
の
庭
で
、
西
方
へ
と
注
が
れ
る
横
光
利
一
の
眼
差
し
は
、
荒
倉
山

を
越
え
、
わ
だ
つ
み
の
向
こ
う
に
横
た
わ
る
朝
鮮
半
島
に
も
及
ん
で
い
る
と
言
え

な
い
だ
ろ
う
か
。
な
に
も
柿
本
人
麻
呂
が
渡
来
人
で
は
な
い
か
と
い
う
説
を
持
ち

出
そ
う
と
い
う
の
で
は
な
い
。
た
だ
、
故
郷
喪
失
者
の
横
光
利
一
に
と
っ
て
、
朝
鮮

半
島
は
、
一
九
二
二
年
（
大
正

）
八
月
二
十
九
日
、
父
梅
次
郎
が
脳
溢
血
の
た

11

め
に
五
十
五
歳
で
客
死
し
た
特
別
な
場
所
で
あ
り
、
西
に
広
が
る
海
の
彼
方
へ
の

眼
差
し
の
由
来
を
解
く
鍵
の
一
つ
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
だ
け
で
あ

る
。
『
夜
の
靴
』
の
中
に
は
、
「
八
月

」
と
記
さ
れ
た
九
つ
の
節
が
あ
る
の
だ
が
、

最
後
の
三
節
の
い
ず
れ
か
が
父
梅
次
郎
の
命
日
で
あ
る
可
能
性
が
あ
る
。

こ
う
し
て
見
る
と
、
『
夜
の
靴
』
の
横
光
利
一
が
、
荒
倉
山
へ
の
道
を
十
分
ほ
ど

登
っ
た
と
こ
ろ
に
あ
る
「
鞍
乗
り
」
と
い
う
場
所
に
強
い
愛
着
を
持
つ
の
も
、
西
方

に
横
た
わ
る
わ
だ
つ
み
へ
の
眼
差
し
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
る
と
見
な
し
て
差
し

支
え
な
い
だ
ろ
う
。

こ
の
村
に
は
眺
望
絶
佳
の
場
所
が
一
つ
あ
る
。
そ
こ
が
眼
か
ら
放
れ
な
い
。

そ
の
一
点
、
不
思
議
な
光
を
放
つ
て
ゐ
る
一
点
の
場
所
が
、
前
か
ら
私
を
牽
き

つ
け
て
ゐ
る
。

そ
れ
は
私
の
部
屋
か
ら
背
後
の
山
へ
登
る
こ
と
十
分
、
鞍
乗
り
と
呼
ぶ
場
所

だ
。
そ
こ
は
丁
度
馬
の
背
に
跨
が
つ
た
感
じ
の
眺
望
で
、
右
手
に
平
野
を
越
し

ま
た

て
出
羽
三
山
、
羽
黒
、
湯
殿
、
月
山
が
笠
形
に
連
な
り
、
前
方
に
鳥
海
山
が
聳

え
て
ゐ
る
。
そ
し
て
左
手
の
真
下
に
あ
る
海
が
、
ふ
か
く
喰
ひ
入
つ
た
峡
谷
に
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見
え
る
三
角
形
の
楔
姿
で
、
両
翼
に
張
つ
た
草
原
か
ら
成
る
断
崖
の
間
か
ら

覗
い
て
ゐ
る
。
こ
の
海
の
こ
ち
ら
を
覗
い
た
表
情
が
特
に
私
の
心
を
牽
く
の
だ

が
、

千
二
百
年
ほ
ど
の
前
、
大
き
な
仏
像
の
首
が
た
だ
一
つ
、
う
き
う
き

と
漂
ひ
流
れ
、
こ
の
覗
い
た
海
岸
へ
着
い
た
。
そ
れ
に
高
さ
一
丈
ほ
ど
の
釈
迦
仏

と
し
て
体
を
つ
け
た
の
が
始
ま
り
と
な
り
、
以
来
こ
の
西
目
の
村
の
釈
迦
堂
に

納
つ
た
の
み
な
ら
ず
、
汽
車
で
遠
近
か
ら
参
拝
の
絶
え
ぬ
仏
と
な
つ
た
。

『
夜
の
靴
』
の
「
鞍
乗
り
」
に
相
当
す
る
場
所
は
、
実
際
に
は
「
鞍
越
峠
」
と
呼
ば

れ
て
い
る
。
「
十
分
」
と
書
い
て
あ
る
が
、
つ
づ
ら
折
り
の
山
道
を
登
っ
て
み
る
と
意

外
に
遠
い
。
車
が
通
れ
る
よ
う
に
い
ち
お
う
整
備
さ
れ
て
い
る
が
、
舗
装
さ
れ
て
い

る
わ
け
で
は
な
く
、
通
行
す
る
人
も
め
っ
た
に
い
な
い
。
た
だ
、
確
か
に
「
眺
望
絶

景
」
で
あ
る
。
し
か
も
傾
斜
が
な
だ
ら
か
に
な
っ
た
峠
の
道
の
う
ち
、
本
当
に
限
ら

れ
た
一
地
点
か
ら
し
か
海
は
見
え
な
い
。
そ
の
限
ら
れ
た
場
所
に
さ
し
か
か
っ
た

時
だ
け
、
鞍
越
峠
か
ら
見
て
西
の
方
角
に
あ
る
細
い
Ｖ
字
型
の
峡
谷
の
中
に
わ
ず

か
に
水
平
線
が
見
え
る
。
水
平
線
を
見
る
人
の
背
後
に
は
、
国
家
鎮
護
、
祖
霊
安

鎮
の
霊
山
と
し
て
知
ら
れ
る
出
羽
三
山
が
横
た
わ
る
こ
と
に
な
る
。

引
用
部
分
の
最
後
に
あ
る
「
釈
迦
堂
」
の
和
尚
は
「
菅
井
胡
堂
」
と
言
っ
て
、
『
夜

の
靴
』
の
中
で
「
横
光
利
一
」
「
東
条
英
機
」
「
小
林
秀
雄
」
な
ど
と
と
も
に
実
名
が

使
わ
れ
て
い
る
数
少
な
い
人
物
の
一
人
で
あ
る
。
長
男
は
台
湾
へ
出
征
す
る
途

中
、
輸
送
船
が
爆
撃
を
受
け
、
生
存
が
絶
望
視
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
釈
迦
堂
に

納
め
ら
れ
た
仏
像
は
、
「
ど
こ
か
ビ
ル
マ
系
の
風
貌
」
で
あ
る
と
記
さ
れ
て
い
る
。
西

に
広
が
る
海
の
彼
方
に
菅
井
和
尚
の
長
男
が
眠
っ
て
い
て
、
さ
ら
に
遠
く
離
れ
た

ビ
ル
マ
の
ど
こ
か
ら
か
、
海
流
に
の
っ
て
仏
像
が
漂
い
流
れ
て
き
た
と
い
う
こ
と
に

な
る
。
『
夜
の
靴
』
の
「
私
」
が
和
尚
と
語
ら
っ
た
釈
迦
堂
は
、
こ
う
い
う
形
で
わ
だ

つ
み
の
死
者
へ
と
つ
な
が
っ
て
い
る
。
「
鞍
乗
り
」
か
ら
西
方
に
望
む
海
原
は
、
父
梅

次
郎
が
没
し
た
朝
鮮
だ
け
で
は
な
く
、
ア
ジ
ア
各
地
の
戦
場
へ
と
つ
な
が
っ
て
い
る

の
だ
。

一
九
四
五
年
（
昭
和

）
の
山
形
県
西
田
川
郡
上
郷
村
大
字
西
目
と
い
う
時

20

空
に
定
位
す
る
横
光
利
一
の
眼
差
し
は
、
こ
の
よ
う
に
、
死
者
た
ち
を
め
ぐ
る
さ

ま
ざ
ま
な
想
念
を
孕
ん
で
、
敗
戦
後
文
学
と
し
て
の
『
夜
の
靴
』
の
叙
述
を
吊
り

支
え
て
い
る
の
で
あ
る
。

３

敗
戦
後
文
学
の
中
の
横
光
利
一

疎
開
先
の
西
目
を
後
に
し
て
敗
戦
後
の
東
京
へ
戻
っ
た
横
光
利
一
を
待
ち
受

け
て
い
た
の
は
、
お
そ
ら
く
は
ル
サ
ン
チ
マ
ン
を
も
孕
ん
だ
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
テ
ィ
ッ

ク
で
苛
烈
な
批
判
の
嵐
だ
っ
た
。
文
壇
の
新
し
い
秩
序
が
再
構
築
さ
れ
よ
う
と
い

う
状
況
下
、
熾
烈
な
権
力
闘
争
が
展
開
さ
れ
る
中
で
、
文
学
の
神
様
が
う
っ
て
つ

け
の
敵
役
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
典
型
的
な
例
と
し
て
、
杉
浦
明
平
の
「
横
光
利
一

論
―
『
旅
愁
』
を
め
ぐ
っ
て
」
（
一
九
四
七
年
十
一
月
『
文
学
』
）
の
中
に
ち
り
ば
め

ら
れ
た
悪
罵
の
い
く
つ
か
を
引
い
て
お
こ
う
。

ド
ン
・
キ
ホ
ー
テ
は
巨
大
な
風
車
と
戦
う
が
、
矢
代
や
東
野
は
竹
槍
を
ふ
る

っ
て
手
製
の
藁
人
形
を
突
い
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
か
ら
、
喜
劇
と
し
て
も
余
り

に
寒
ざ
む
と
し
て
い
す
ぎ
る
よ
う
な
気
が
す
る
。

こ
れ
は
正
に
痴
呆
の
書
と
い
う
べ
き
だ
。
彼
の
心
酔
す
る
ド
ス
ト
イ
エ
フ
ス
キ



- 28 -

ー
に
次
い
で
、
か
つ
「
ゴ
ミ
の
よ
う
な
作
家
」
坂
口
安
吾
に
先
だ
っ
て
「
白
痴
」
と

で
も
題
す
れ
ば
、
最
も
ふ
さ
わ
し
か
っ
た
本
で
あ
る
。

し
か
る
に
こ
う
い
う
狂
人
が
瘋
癲
院
に
押
込
め
ら
れ
ず
白
昼
の
街
路
を
横

行
す
る
に
委
せ
た
と
い
う
こ
と
は
決
し
て
意
味
の
な
い
こ
と
で
は
な
く
、
何
か

誰
か
の
役
に
立
っ
た
か
ら
だ
と
推
察
し
て
も
誤
り
で
は
な
い
。
誰
に
何
の
役
に

立
っ
た
か
？

な
ぜ
わ
ざ
わ
ざ
こ
こ
ま
で
口
を
き
わ
め
て
罵
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
。
横

光
利
一
に
つ
い
て
殆
ど
何
も
知
ら
ず
、
何
の
先
入
観
も
持
た
な
い
ま
ま
に
『
旅
愁
』

を
読
み
、
杉
浦
明
平
の
文
章
を
読
ん
だ
時
の
わ
た
し
に
は
、
全
く
わ
か
ら
な
か
っ

た
。
こ
れ
だ
け
手
厳
し
く
批
判
を
加
え
な
が
ら
、
杉
浦
明
平
が
か
な
り
丹
念
に
横

光
利
一
の
文
章
を
読
ん
で
い
る
こ
と
も
不
思
議
だ
っ
た
（
も
ち
ろ
ん
、
熱
烈
な
信

者
と
苛
烈
な
批
判
者
は
、
表
裏
一
体
で
は
あ
る
の
だ
け
れ
ど
…
）
。
批
判
の
内
容

そ
の
も
の
よ
り
も
、
こ
う
し
て
悪
罵
を
投
げ
つ
け
る
杉
浦
明
平
と
い
う
人
物
の
あ

り
よ
う
に
む
し
ろ
興
味
を
覚
え
た
。

そ
の
後
、
文
学
史
的
な
知
識
を
得
る
こ
と
で
、
横
光
利
一
を
取
り
上
げ
る
場

合
、
何
ら
か
の
エ
ク
ス
キ
ュ
ー
ズ
が
必
要
で
あ
る
と
い
う
感
覚
が
わ
た
し
の
中
に
生

ま
れ
た
。
一
九
四
六
年
（
昭
和

）
三
月
の
新
日
本
文
学
会
創
立
大
会
で
、
横
光

21

利
一
と
同
様
に
「
文
学
の
世
界
か
ら
の
公
職
罷
免
該
当
者
」
と
し
て
名
指
し
さ
れ

た
菊
池
寛
や
小
林
秀
雄
や
武
者
小
路
実
篤
た
ち
を
論
じ
よ
う
と
す
る
と
き
と

は
、
何
か
違
う
。
も
ち
ろ
ん
、
中
野
重
治
、
平
野
謙
、
野
間
宏
な
ど
に
つ
い
て
考
え

よ
う
と
す
る
と
き
と
も
、
ち
ょ
っ
と
異
な
る
感
覚
で
あ
る
。
こ
う
し
た
わ
た
し
の
感

覚
は
、
一
九
六
○
年
代
か
ら
七
○
年
代
に
か
け
て
、
母
語
と
し
て
の
日
本
語
に
よ

っ
て
、
〈
敗
戦
後
〉
と
い
う
時
空
の
中
で
精
神
形
成
を
果
た
し
て
き
た
こ
と
に
由
来

す
る
の
だ
ろ
う
。
そ
し
て
こ
れ
は
、
限
ら
れ
た
個
人
的
な
問
題
で
は
な
い
。

た
と
え
ば
、
『
横
光
利
一
事
典
』
（
二
○
○
二
年
十
月
・
お
う
ふ
う
）
の
「
ま
え
が

き
」
に
、
編
者
で
あ
る
井
上
謙
・
神
谷
忠
孝
・
羽
鳥
徹
哉
の
連
名
で
、
次
の
よ
う
な

言
葉
が
記
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
ま
で
横
光
が
不
当
に
貶
め
ら
れ
て
い
た
理
由
の
ひ
と
つ
は
、
戦
争
中
の

戦
争
協
力
的
な
姿
勢
に
あ
っ
た
。
大
正
末
期
、
あ
た
か
も
表
現
の
革
命
児
の
よ

う
な
姿
で
華
々
し
い
文
学
的
出
発
を
遂
げ
た
横
光
は
、
思
想
的
に
は
意
外
に

深
い
虚
無
を
潜
め
て
い
た
。
そ
の
虚
無
と
の
戦
い
の
中
で
、
横
光
は
次
第
に
そ
の

虚
無
と
無
手
勝
流
に
対
峙
し
、
利
害
を
超
え
て
立
つ
人
物
像
や
思
想
を
、
自

ら
の
う
ち
に
育
て
て
い
っ
た
。
や
が
て
そ
の
思
想
は
、
昔
な
が
ら
の
義
理
人
情
、

祖
先
崇
拝
、
祖
先
崇
拝
の
日
本
的
な
結
集
で
あ
る
天
皇
崇
拝
、
古
神
道
へ
と

結
び
つ
い
て
い
っ
た
。
横
光
の
考
え
る
天
皇
は
、
人
を
抑
圧
し
、
他
国
を
侵
略
す

る
権
力
と
し
て
の
天
皇
で
は
な
く
、
す
べ
て
権
力
的
な
も
の
を
受
け
止
め
て
溶

解
し
、
真
の
平
和
を
実
現
す
る
純
粋
な
精
神
の
働
き
の
象
徴
だ
っ
た
。
そ
れ

は
、
戦
中
の
日
本
の
現
実
と
は
相
当
に
か
け
離
れ
、
夢
想
に
近
い
も
の
を
持
っ

て
い
た
。

巻
頭
に
、
こ
う
い
う
形
で
エ
ク
ス
キ
ュ
ー
ズ
を
用
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い

う
と
こ
ろ
に
、
横
光
利
一
と
敗
戦
後
文
学
と
私
た
ち
を
め
ぐ
る
き
わ
め
て
根
深

い
問
題
が
横
た
わ
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

（
の
な
か
・
じ
ゅ
ん
）
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