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ッ
セ
イ

私
の
文
学
館
散
歩
（
五)

天
城
峠
を
巡
る
散
歩
と
考
察
そ
し
て
峠
の
道
草

松
村

茂
治

ひ
な
び
た
温
泉
宿

踊
子
が
越
え
た
と
い
う
旧
天
城
隧
道
を
越
え
て
み
た
い
と
思
う
よ

う
に
な
っ
た
の
は
、
い
つ
の
こ
と
だ
っ
た
ろ
う
。
小
説
を
読
み
、
映

画
を
見
て
の
こ
と
だ
っ
た
か
ら
、
半
世
紀
も
前
の
こ
と
に
な
る
だ
ろ

う
か
。
そ
う
し
た
思
い
を
抱
い
て
か
ら
、
何
度
か
伊
豆
を
旅
す
る
こ

と
は
あ
っ
た
が
、
旧
道
に
脚
を
踏
み
入
れ
る
機
会
は
な
か
っ
た
。
い

つ
も
人
と
一
緒
だ
っ
た
の
で
、
こ
ち
ら
の
都
合
に
巻
き
込
む
わ
け
に

は
い
か
な
か
っ
た
し
、
さ
り
と
て
、
同
行
者
を
近
く
に
待
た
せ
て
お

い
て
、
自
分
だ
け
一
人
で
寄
っ
て
み
る
と
い
う
わ
け
に
も
い
か
な

か
っ
た
か
ら
だ
。
今
回
の
伊
豆
行
き
は
、
露
天
風
呂
に
浸
っ
た
り
、

金
目
鯛
を
味
わ
っ
た
り
す
る
こ
と
が
目
的
で
は
な
く
（
結
果
的
に
そ

う
い
う
事
態
に
な
れ
ば
、
そ
れ
を
受
け
入
れ
な
い
わ
け
で
は
な
い

が
）
、
「
踊
子
」
の
足
跡
を
追
う
こ
と
が
最
大
の
目
的
な
の
で
あ
る
。

「
踊
子
」
の
足
跡
を
追
う
旅
と
い
う
こ
と
は
、
宿
泊
先
は
湯
ヶ
野

で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
川
端
が
「
伊
豆
の
踊
子
」
を
執
筆
し

た
の
が
湯
ヶ
島
の
宿
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
、
そ
し
て
、
そ
の
宿
は
、

「
川
端
の
宿
」
と
し
て
売
り
出
し
て
い
る
こ
と
、
さ
ら
に
、
川
端
自

身
が
、
彼
に
続
い
て
何
人
も
の
文
人
が
湯
ヶ
島
に
逗
留
し
た
こ
と
を

称
し
て
「
湯
ヶ
島
文
学
は
、
私
の
手
柄
」
と
言
っ
て
い
る
こ
と
も
あ

り
、
湯
ヶ
島
の
方
が
つ
と
に
有
名
だ
が
（
後
述
の
よ
う
に
、
そ
の
た

め
に
間
違
い
も
起
き
る
わ
け
だ
が
）
、
学
生
さ
ん
と
踊
り
子
た
ち
旅
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芸
人
の
一
行
が
泊
ま
っ
た
の
は
、
そ
し
て
あ
の
印
象
的
な
シ
ー
ン
が

あ
っ
た
の
は
、
湯
ヶ
野
だ
っ
た
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。

で
き
る
こ
と
な
ら
、
学
生
さ
ん
が
利
用
し
た
湯
ヶ
野
の
福
田
屋
に

泊
ま
り
た
か
っ
た
の
だ
が
、
予
約
の
電
話
を
入
れ
て
み
る
と
、
こ
ち

ら
が
予
定
し
て
い
る
日
は
満
室
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
。
福
田
屋
が
無

理
な
ら
ば
し
か
た
が
な
い
、
川
を
挟
ん
で
対
岸
に
あ
る
ひ
な
び
た
温

泉
宿
し
か
選
択
肢
は
な
い
。

家
を
出
た
の
が
昼
過
ぎ
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
も
あ
り
、
湯
ヶ
野
に

着
い
た
と
き
に
は
、
辺
り
は
暗
く
な
り
か
け
て
い
た
。
五
月
半
ば
の

こ
と
だ
っ
た
。
い
つ
の
頃
か
ら
か
、
雨
も
降
り
始
め
て
い
た
の
で
、

ど
こ
に
も
出
か
け
ず
、
湯
に
浸
か
っ
て
部
屋
に
戻
り
、
夕
食
の
支
度

が
整
う
の
を
待
っ
て
い
た
。

部
屋
の
窓
か
ら
対
岸
の
福
田
家
の
方
に
目
を
や
る
と
、
玄
関
前
に

団
体
客
が
到
着
し
た
の
が
見
え
、
満
室
の
理
由
は
こ
れ
だ
っ
た
の
か

と
納
得
し
た
の
だ
っ
た
。
伊
豆
の
こ
ん
な
山
の
奥
に
ま
で
、
外
国
人

の
団
体
旅
行
客
が
来
る
の
か
と
思
っ
た
が
、
こ
の
一
団
が
、
私
と
全

く
関
係
の
な
い
集
団
で
は
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
が
、
翌
日
、
天
城

峠
の
近
く
ま
で
行
っ
て
明
ら
か
に
な
る
の
で
あ
る
。

窓
か
ら
何
度
も
身
を
乗
り
出
す
よ
う
に
し
て
、
眼
下
の
川
岸
を
眺

め
な
が
ら
、
あ
の
印
象
的
な
シ
ー
ン
は
ど
こ
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
、
あ

る
と
す
れ
ば
、
福
田
家
か
ら
目
の
届
く
所
だ
か
ら
、
私
の
眼
下
あ
た

り
の
は
ず
だ
が
・
・
・
そ
れ
ら
し
い
場
所
が
な
い
と
い
う
こ
と
は
、

伊
豆
は
雨
の
多
い
と
こ
ろ
な
の
で
、
川
の
氾
濫
で
岸
辺
の
温
泉
は
流

さ
れ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
こ
と
な
の
か
も
し
れ
な
い
と
思
っ
た
り
し

て
い
た
。

「
伊
豆
の
踊
子
」
に
、
こ
ん
な
場
面
が
描
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

湯
ヶ
野
に
泊
ま
っ
た
翌
朝
、
主
人
公
の
学
生
さ
ん
は
、
同
宿
の
男
に

誘
わ
れ
て
朝
風
呂
に
入
る
の
だ
が
・
・
・

「
向
う
の
お
湯
に
あ
い
つ
ら
（
踊
り
子
た
ち
旅
芸
人
の
一
行
）

が
来
て
い
ま
す
。
ほ
れ
、
こ
ち
ら
を
見
つ
け
た
と
見
え
て
笑
っ

て
ゐ
や
が
る
。
」

彼
に
指
さ
さ
れ
て
、
私
は
川
向
こ
う
の
共
同
湯
の
方
を
見
た
。

湯
気
の
中
に
七
八
人
の
裸
体
が
ぼ
ん
や
り
浮
か
ん
で
ゐ
た
。
仄
暗

い
湯
殿
の
奥
か
ら
、
突
然
裸
の
女
が
走
り
出
し
て
き
た
か
と
思
ふ

と
、
脱
衣
場
の
突
鼻
に
川
岸
へ
飛
び
下
り
さ
う
な
恰
好
で
立
ち
、

両
手
を
一
ぱ
い
に
伸
ば
し
て
何
か
を
叫
ん
で
ゐ
る
。
手
拭
い
も
な

い
真
裸
だ
。
そ
れ
が
踊
り
子
だ
っ
た
。

「
伊
豆
の
踊
子
」
は
、
高
校
の
現
代
国
語
の
教
科
書
で
読
ん
だ
の

が
初
め
て
だ
っ
た
が
、
こ
の
川
辺
の
シ
ー
ン
は
、
割
愛
さ
れ
て
い
た

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
ん
な
き
わ
ど
い
シ
ー
ン
が
あ
っ
た
ら
、
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大
騒
ぎ
間
違
い
な
い
と
こ
ろ
だ
が
、
授
業
中
、
そ
う
い
う
騒
ぎ
は
な

か
っ
た
。
い
や
、
高
校
生
と
は
い
え
、
当
時
は
、
今
と
は
比
べ
も
の

に
な
ら
な
い
く
ら
い
誰
も
が
初
心
で
、
し
か
も
男
女
共
学
だ
っ
た
の

う

ぶ

で
、
授
業
中
こ
ん
な
と
こ
ろ
に
遭
遇
し
た
ら
、
大
騒
ぎ
と
は
反
対
に
、

誰
も
言
葉
を
発
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
ク
ラ
ス
の
中
に
、
気
ま
ず
い

雰
囲
気
が
漂
っ
て
、
教
師
も
生
徒
も
そ
の
始
末
に
困
っ
た
の
で
は
な

い
か
と
思
う
の
だ
が
、
そ
う
い
う
こ
と
も
な
か
っ
た
。

踊
子
の
時
代
、
旅
芸
人
た
ち
は
、
川
辺
の
共
同
湯
を
使
っ
て
い
た

ら
し
く
、
そ
の
一
部
は
露
天
風
呂
に
で
も
な
っ
て
い
た
の
だ
ろ
う
、

ず
い
ぶ
ん
と
あ
け
す
け
だ
っ
た
よ
う
だ
。
し
か
し
な
が
ら
、
よ
く
目

を
凝
ら
し
て
見
て
も
、
現
在
の
川
筋
に
は
、
そ
れ
ら
し
き
浴
場
は
見

当
た
ら
な
い
。
私
の
泊
ま
っ
て
い
た
宿
に
隣
接
し
て
、
地
元
住
民
の

使
え
る
共
同
浴
場
が
あ
っ
た
。
そ
こ
な
ら
、
福
田
屋
か
ら
は
目
と
鼻

の
先
な
の
で
、
先
の
シ
ー
ン
も
不
可
能
で
は
な
い
。
私
た
ち
が
こ
ち

ら
の
宿
に
入
っ
た
と
き
、
そ
の
共
同
湯
の
前
の
ベ
ン
チ
に
、
数
人
の

地
元
の
老
女
た
ち
が
腰
掛
け
て
、
話
し
込
ん
で
い
る
の
に
出
く
わ
し

た
。
こ
れ
か
ら
皆
で
湯
に
入
る
の
だ
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
。
現
在
の

共
同
湯
か
ら
は
、
直
接
川
へ
は
出
ら
れ
な
い
造
り
に
な
っ
て
い
る
の

で
、
残
念
な
が
ら
と
言
っ
た
ら
い
い
の
か
、
幸
い
に
し
て
と
言
っ
た

ら
い
い
の
か
、
老
女
た
ち
が
踊
子
の
真
似
を
す
る
こ
と
は
、
無
理
を

す
れ
ば
出
来
な
く
は
な
い
が
、
一
応
不
可
能
な
状
況
に
な
っ
て
い
る
。

だ
か
ら
、
食
事
を
運
ん
で
き
て
く
れ
た
女
将
に
、
「
踊
り
子
た
ち

が
泊
ま
っ
た
の
は
、
こ
の
宿
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
」
と
尋
ね
た
の

で
あ
る
。
女
将
か
ら
は
、
「
こ
の
宿
で
は
あ
り
ま
せ
ん
」
と
い
う
答

え
が
返
っ
て
き
た
。
私
の
気
の
せ
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
の
答
え

方
が
、
つ
っ
け
ん
ど
ん
と
い
う
ほ
ど
で
は
な
い
に
し
て
も
、
毅
然
と

し
た
響
き
を
持
っ
て
い
た
よ
う
に
感
じ
ら
れ
た
。
作
品
に
は
、
踊
り

子
た
ち
の
通
る
街
道
沿
い
の
村
々
の
入
り
口
に
は
、
「
物
乞
ひ
旅
芸

人
村
に
入
る
べ
か
ら
ず
」
と
い
う
立
て
札
が
掲
げ
ら
れ
て
い
た
と
あ

る
。
女
将
の
言
葉
に
は
、
う
ち
は
そ
う
い
う
人
た
ち
が
利
用
す
る
宿

で
は
あ
り
ま
せ
ん
と
宣
言
し
た
い
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
あ
っ
た
よ
う
に
感

じ
ら
れ
た
の
だ
っ
た
。

投
宿
し
た
宿
の
玄
関
を
入
っ
た
と
こ
ろ
に
、
数
枚
の
色
紙
と
写
真

が
飾
ら
れ
て
い
た
。
よ
く
見
る
と
、
写
真
は
山
口
百
惠
が
踊
り
子
を

演
じ
た
と
き
の
ロ
ケ
中
の
ス
ナ
ッ
プ
写
真
で
あ
り
、
隣
に
飾
ら
れ
て

い
た
色
紙
に
は
、
こ
の
宿
の
湯
船
に
浸
る
踊
り
子
、
そ
し
て
宿
の
入

り
口
に
腰
掛
け
、
対
岸
の
宿
の
方
を
見
つ
め
て
い
る
踊
り
子
の
姿
が

描
か
れ
て
い
た
。
そ
れ
は
、
踊
り
子
が
こ
の
宿
に
泊
ま
っ
た
よ
う
な

印
象
を
与
え
る
も
の
だ
っ
た
こ
と
も
あ
っ
て
、
先
ほ
ど
の
質
問
を
し

た
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
女
将
が
言
う
に
は
、
映
画
に
は
こ
の
宿
も

使
わ
れ
た
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
当
時
、
人
気
絶
頂
の
山
口
百
惠
主

演
と
い
う
こ
と
も
あ
り
、
深
夜
の
撮
影
に
も
拘
わ
ら
ず
、
大
勢
の
人
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出
だ
っ
た
と
、
女
将
は
懐
か
し
そ
う
に
話
し
て
く
れ
た
。
私
は
、
山

口
百
惠
の
踊
子
は
一
部
し
か
見
て
い
な
い
が
、
全
体
を
見
れ
ば
、
ど

の
シ
ー
ン
で
こ
の
宿
が
使
わ
れ
た
の
か
、
分
か
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

天
城
峠
で
会
っ
た
日
は
・
・
・

翌
朝
、
天
城
隧
道
に
向
か
う
前
に
、
福
田
屋
の
脇
に
あ
る
文
学
碑

を
見
に
行
く
こ
と
に
し
た
。
河
津
川
に
架
か
る
小
橋
を
渡
っ
て
（
山

口
百
惠
の
踊
子
も
、
踊
り
な
が
ら
こ
の
橋
を
渡
っ
て
い
た
！
）
福
田

屋
の
前
ま
で
や
っ
て
来
た
と
き
、
玄
関
前
に
東
京
に
あ
る
国
立
大
学

附
属
中
学
校
の
生
徒
た
ち
を
歓
迎
す
る
看
板
が
掲
げ
ら
れ
て
い
る
の

が
目
に
留
ま
っ
た
。
前
の
日
に
到
着
し
た
の
は
外
国
人
団
体
客
で
は

な
く
、
日
本
の
中
学
生
た
ち
だ
っ
た
の
だ
。
彼
ら
は
も
う
出
か
け
て

し
ま
っ
た
ら
し
く
、
宿
の
周
囲
は
ひ
っ
そ
り
と
し
て
い
た
。

文
学
碑
に
刻
ま
れ
て
い
た
の
は
、
「
道
が
つ
づ
ら
折
り
に
な
っ
て

・
・
・
」
と
い
う
、
か
の
有
名
な
冒
頭
の
一
節
で
は
な
く
、
踊
子
た

ち
が
、
隧
道
を
過
ぎ
て
湯
ヶ
野
に
向
か
う
一
節
で
、
こ
の
場
に
最
も

相
応
し
い
部
分
が
選
ば
れ
た
の
だ
ろ
う
。

隧
道
に
向
か
う
前
に
立
ち
寄
っ
た
「
伊
豆
近
代
文
学
博
物
館
」
で
、

思
わ
ぬ
出
会
い
が
あ
っ
た
。
正
確
に
言
う
と
、
立
ち
寄
っ
た
の
は
、

「
道
の
駅
・
天
城
越
え
」
の
方
で
、
当
初
、
隣
接
す
る
博
物
館
に
寄

る
つ
も
り
は
な
く
、
こ
の
後
の
隧
道
ま
で
の
山
歩
き
に
備
え
、
小
休

止
を
す
る
の
が
目
的
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
コ
ー
ヒ
ー
で
も
飲
も
う
と

店
を
探
し
て
い
る
と
、
私
の
歩
い
て
い
る
す
ぐ
近
く
に
大
型
バ
ス
が

止
ま
っ
た
。
よ
く
見
る
と
、
フ
ロ
ン
ト
ガ
ラ
ス
に
は
、
朝
、
福
田
屋

の
玄
関
先
で
見
て
き
た
、
某
国
立
大
学
附
属
中
学
校
の
名
前
が
掲
げ

ら
れ
て
い
た
。
福
田
家
に
泊
ま
っ
て
い
た
中
学
生
を
乗
せ
て
き
た
も

の
と
思
わ
れ
た
が
、
そ
の
バ
ス
に
知
っ
て
い
る
人
が
乗
っ
て
い
る
と

は
、
こ
の
と
き
は
ま
だ
分
か
ら
な
か
っ
た
。

文
学
博
物
館
に
は
ど
ん
な
も
の
が
展
示
さ
れ
て
い
る
の
か
知
ら
な

か
っ
た
の
で
、
入
り
口
付
近
で
う
ろ
う
ろ
し
な
が
ら
入
ろ
う
か
ど
う

か
迷
っ
て
い
る
と
、
中
学
生
た
ち
の
入
館
手
続
き
を
済
ま
せ
た
引
率

教
員
と
思
わ
れ
る
男
性
が
、
私
の
脇
を
通
り
過
ぎ
て
い
っ
た
。
す
れ

違
っ
た
と
き
に
は
俯
い
て
い
た
の
で
、
は
っ
き
り
と
は
見
え
な
か
っ

た
が
、
そ
の
横
顔
に
見
覚
え
が
あ
っ
た
・
・
・
と
い
う
よ
り
、
バ
ス

の
フ
ロ
ン
ト
ガ
ラ
ス
に
あ
っ
た
プ
レ
ー
ト
の
学
校
名
が
媒
介
と
な
っ

て
、
一
足
飛
び
に
彼
を
思
い
出
さ
せ
た
と
言
っ
て
い
い
。

行
き
先
を
目
で
追
っ
て
い
る
と
、
ガ
ラ
ス
戸
の
向
こ
う
へ
入
っ
て

行
っ
た
が
、
じ
き
に
戻
っ
て
来
そ
う
に
見
え
た
の
で
、
し
ば
ら
く
そ

こ
に
留
ま
っ
て
い
て
、
戻
っ
て
来
た
彼
に
、
「
人
違
い
だ
っ
た
ら
す

み
ま
せ
ん
、
も
し
か
す
る
と
・
・
・
」
と
、
恐
る
恐
る
声
を
か
け
た

の
だ
っ
た
。
す
る
と
、
こ
ち
ら
が
確
認
す
る
よ
り
も
一
瞬
早
く
、
先

方
か
ら
私
の
名
前
を
呼
ば
れ
、
見
覚
え
が
間
違
い
で
は
な
い
こ
と
が

＜エッセイ＞
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分
か
っ
た
の
だ
っ
た
。

彼
は
、
二
十
年
ほ
ど
前
、
私
が
役
職
で
校
長
を
し
て
い
た
学
校
の

国
語
の
教
員
で
、
私
の
在
任
中
に
現
在
の
学
校
に
異
動
し
た
の
だ
っ

た
。
前
の
晩
、
福
田
家
に
泊
ま
れ
な
か
っ
た
こ
と
を
伝
え
る
と
、
そ

れ
は
申
し
訳
な
い
こ
と
を
し
た
と
い
う
詫
び
の
言
葉
と
共
に
、
こ
れ

は
文
学
に
興
味
の
あ
る
生
徒
た
ち
を
対
象
に
し
て
何
年
も
前
か
ら
実

施
し
て
い
る
校
外
学
習
で
、
こ
の
時
期
に
は
宿
を
貸
し
切
り
に
し
て

も
ら
っ
て
い
る
の
で
、
他
の
宿
泊
希
望
者
に
は
迷
惑
を
か
け
て
い
る

と
の
こ
と
だ
っ
た
。
彼
の
勧
め
も
あ
り
、
博
物
館
に
入
る
こ
と
に
決

め
て
、
中
学
生
の
後
を
追
う
よ
う
に
、
川
端
康
成
、
井
上
靖
な
ど
、

伊
豆
に
関
わ
り
の
あ
る
文
学
者
に
ま
つ
わ
る
記
念
の
品
を
見
て
回
っ

た
の
で
あ
る
。

館
内
を
一
回
り
し
て
出
て
く
る
と
、
彼
は
、
レ
ポ
ー
ト
を
ま
と
め

る
た
め
の
指
導
を
し
て
い
る
最
中
だ
っ
た
。
当
方
は
、
こ
れ
か
ら
隧

道
に
向
か
う
旨
を
告
げ
て
、
そ
こ
を
後
に
し
た
の
だ
っ
た
。

難
し
い
日
本
語

隧
道
ま
で
車
で
登
り
、
そ
の
ま
ま
向
こ
う
側
へ
通
り
抜
け
る
こ
と

も
可
能
だ
が
、
せ
め
て
旧
道
部
分
く
ら
い
は
歩
く
べ
き
だ
ろ
う
。
雨

模
様
な
の
で
傘
が
手
放
せ
な
い
の
は
少
々
厄
介
だ
が
、
我
が
学
生
さ

ん
も
、
麓
か
ら
追
っ
て
く
る
雨
脚
に
追
わ
れ
て
の
天
城
越
え
だ
っ
た

の
だ
か
ら
。

歩
き
始
め
て
間
も
な
く
、
な
ぜ
こ
ん
な
斜
面
に
・
・
・
と
思
う
よ

う
な
所
に
「
川
端
康
成
文
学
碑
」
が
建
っ
て
い
た
。
そ
こ
に
は
、
川

端
の
肖
像
レ
リ
ー
フ
（
私
に
は
、
あ
ま
り
似
て
い
る
よ
う
に
は
見
え

な
か
っ
た
が
）
と
あ
の
有
名
な
冒
頭
の
一
節
が
彫
ら
れ
て
い
た
。

道
が
つ
づ
ら
折
り
に
な
っ
て
①
、
い
よ
い
よ
天
城
峠
に
近
づ
い

た
と
思
ふ
頃
②
、
雨
脚
が
杉
の
密
林
を
白
く
染
め
な
が
ら
、
す
さ

ま
じ
い
は
や
さ
で
麓
か
ら
私
を
追
っ
て
き
た
③
。
（
傍
線
、
丸
数

字
は
筆
者
に
よ
る
）

冒
頭
の
こ
の
一
節
は
あ
ま
り
に
も
有
名
で
、
何
度
も
読
み
返
し
て

き
た
こ
と
も
あ
り
、
空
で
言
え
る
ほ
ど
に
な
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
が

厄
介
な
一
文
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
比
較
的
最
近
に
な
っ
て
知
っ

た
。特

に
難
し
い
言
葉
は
な
い
し
、
映
画
で
も
お
馴
染
み
の
シ
ー
ン
と

い
う
こ
と
も
あ
っ
て
、
何
の
苦
労
も
な
く
は
っ
き
り
と
情
景
を
思
い

浮
か
べ
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
、
そ
の
曲
者
ぶ
り
を
深
く
考
え
る
こ

と
は
な
か
っ
た
。
見
事
な
書
き
出
し
で
は
あ
る
が
、
一
筋
縄
で
は
い

か
な
い
と
い
う
こ
と
を
、
中
条
省
平
氏
が
以
下
の
よ
う
に
指
摘
し
て

い
る
。
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中
条
氏
に
よ
れ
ば
、
こ
の
一
文
の
中
で
、
「
三
つ
の
運
動
が
同
時

に
起
こ
っ
て
い
る
」
と
の
こ
と
で
あ
る
。
要
約
す
れ
ば
、
第
一
は
、

傍
線
①
の
部
分
で
、
峠
に
通
じ
る
道
に
つ
い
て
の
客
観
的
な
描
写
、

第
二
は
②
で
、
「
い
よ
い
よ
」
と
あ
る
通
り
、
こ
こ
は
主
人
公
の
気

持
ち
や
行
動
に
つ
い
て
の
描
写
、
③
は
、
雨
の
動
き
に
つ
い
て
の
描

写
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

中
条
氏
の
こ
の
指
摘
を
下
敷
き
に
し
て
、
こ
の
部
分
を
私
な
り
に

解
釈
し
て
み
た
。

抜
き
書
き
部
全
体
を
一
文
と
見
れ
ば
、
主
節
は
③
で
、
そ
の
主
語

は
「
雨
脚
」
、
述
語
は
「
追
っ
て
き
た
」
で
あ
る
。
で
は
①
と
②
は

ど
う
考
え
た
ら
い
い
の
だ
ろ
う
。
主
節
に
対
す
る
従
属
節
と
い
う
こ

と
な
ら
、
②
が
そ
れ
に
該
当
す
る
。
「
（
私
が
）
天
城
峠
に
近
づ
い

た
と
思
ふ
頃
（
に
）
」
と
す
れ
ば
、
意
味
は
通
る
。
で
は
、
①
は
ど

う
考
え
た
ら
い
い
の
だ
ろ
う
。
①
は
、
主
節
③
の
従
属
節
に
は
な
っ

て
い
な
い
し
、
こ
の
ま
ま
で
は
②
に
も
つ
な
が
ら
な
い
。
敢
え
て
つ

な
げ
る
な
ら
「
つ
づ
ら
折
り
に
な
っ
て
い
る
道
を
、
私
が
天
城
峠
ま

で
登
っ
て
く
る
と
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
が
、
こ
れ
で
は
味

も
素
っ
気
も
な
い
文
に
な
る
。

一
見
、
①
の
部
分
は
宙
ぶ
ら
り
ん
の
よ
う
に
見
え
る
が
、
こ
こ
は
、

「
道
が
つ
づ
ら
折
り
に
な
っ
て
い
た
」
と
完
結
し
た
文
と
し
て
読
む

の
が
適
切
な
よ
う
な
気
が
す
る
。
そ
れ
を
受
け
て
②
は
、
意
味
と
し

て
は
「
（
私
が
）
そ
の
つ
づ
ら
折
り
を
た
ど
っ
て
天
城
峠
に
近
づ
く

と
・
・
・
」
と
な
る
の
で
は
な
い
か
。
し
か
も
、
（
私
が
）
と
挿
入

し
た
と
お
り
、
中
条
氏
の
指
摘
に
よ
れ
ば
、
②
で
は
巧
に
主
語
で
あ

る
「
私
」
が
省
略
さ
れ
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

中
条
氏
は
こ
の
文
を
称
し
て
、
こ
れ
は
「
日
本
語
の
達
人
」
の
文

章
で
、
「
見
事
に
典
型
的
な
日
本
語
の
小
説
の
文
体
」
と
指
摘
し
て

い
る
が
、
私
は
こ
の
指
摘
を
、
決
し
て
素
人
は
真
似
を
し
て
は
い
け

な
い
文
と
理
解
し
た
。
別
な
言
い
方
を
す
れ
ば
、
も
し
、
こ
の
同
人

誌
に
、
こ
の
文
章
が
投
稿
さ
れ
て
き
た
と
し
て
、
編
集
者
と
し
て
の

私
は
、
そ
れ
を
き
ち
ん
と
評
価
で
き
る
だ
ろ
う
か
、
つ
ま
り
、
主
語

・
述
語
の
関
係
、
主
節
・
従
属
節
の
関
係
が
乱
れ
て
い
る
の
で
は
な

い
か
と
受
け
止
め
、
ノ
ー
ベ
ル
文
学
賞
受
賞
者
と
知
ら
な
け
れ
ば
、

執
筆
者
に
修
正
を
迫
る
の
で
は
な
い
か
、
い
や
絶
対
に
迫
っ
て
し
ま

う
だ
ろ
う
と
、
怖
く
な
っ
た
次
第
で
あ
る
。

こ
れ
が
日
本
語
の
特
性
を
生
か
し
た
、
主
語
を
省
い
た
文
章
と
い

う
の
な
ら
、
欧
米
の
文
章
に
は
、
ど
の
よ
う
に
訳
さ
れ
て
い
る
の
か

気
に
な
っ
て
、
サ
イ
デ
ン
ス
テ
ッ
カ
ー
に
よ
る
英
訳
を
見
て
み
た
。

A
s
h
ow
e
r
s
w
ep
t
t
o
wa
r
d
m
e
fr
om

t
he

f
oo
t
o
f
t
h
e
m
o
un
ｰ

ta
in
,
to
u
c
hi
n
g
t
he

c
ed
e
r
f
or
e
s
ts

wh
i
te
,
as

t
he

r
o
a
d

b
e
ga
n
t
o
wi
n
d
u
p
i
n
to

th
e
pa
s
s.
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主
節
の
主
語
は
「
驟
雨
《sh

o
we
r

》
」
、
述
語
は
「
追
っ
て
き
た

《sw
e
pt

》
」
で
、
そ
れ
に
「
私
に
向
か
っ
て
」
「
麓
か
ら
」
「
林
を

白
く
染
め
て
」
と
い
う
補
語
が
続
い
て
い
る
。
従
属
節
を
直
訳
す
れ

ば
、
「
道
が
峠
に
向
か
っ
て
曲
が
り
は
じ
め
た
こ
ろ
に
」
と
い
う
こ

と
に
な
ろ
う
か
。
ス
ッ
キ
リ
し
て
い
る
と
言
え
ば
そ
う
か
も
し
れ
な

い
が
、
こ
の
中
に
は
原
文
の
「
い
よ
い
よ
・
近
づ
い
た
と
思
ふ
」
に

該
当
す
る
言
葉
は
な
い
。
峠
ま
で
続
く
道
の
客
観
的
描
写
の
み
で
、

そ
こ
ま
で
や
っ
と
の
思
い
で
登
っ
て
来
た
「
私
」
の
思
い
は
入
っ
て

い
な
い
よ
う
に
見
え
る
。

気
に
な
る
の
で
、
仏
訳
（L

e
l
i
v
re

de
po
c
h
e
1
97
3

）
も
調
べ

て
み
た
。

Le
se
n
ti
e
r
d
éc
r
i
va
i
t
t
an
t
de

la
c
et
s
qu
e
j
e
p
e
n
sa
i
s

a
t
te
i
nd
r
e
b
i
en
t
ôt

le
co
l
du

mo
n
t
A
m
ag
i
.
J
e
v
o
ya
i
s

a
pp
r
o
ch
e
r
l
'a
v
e
rs
e
q
u
i
b
l
an
c
hi
s
sa
i
t
l
e
bo
is

ép
a
i
s
d
e

cr
y
p
to
m
ér
i
as

et
qu
i
me

po
u
r
ch
a
ss
a
it

d
ep
u
is

l
e
p
ie
d

de
la

mo
n
t
ag
n
e
a
v
ec

un
e
v
i
t
es
s
e
t
er
r
i
fi
a
nt
e
.

英
訳
と
の
違
い
は
明
ら
か
で
、
こ
ち
ら
は
二
つ
の
文
章
か
ら
成
っ

て
い
る
。
第
一
の
文
は
、
「
道
が
つ
づ
ら
折
り
に
な
っ
て
い
て
、
私

は
間
も
な
く
天
城
峠
に
到
達
す
る
だ
ろ
う
と
思
っ
た
」
で
あ
り
、
第

二
の
文
は
、
「
私
は
、
驟
雨
が
近
づ
く
の
を
見
て
い
た
の
だ
が
、
そ

の
驟
雨
は
杉
の
密
林
を
白
く
染
め
、
も
の
す
ご
い
速
さ
で
、
私
を
山

の
麓
か
ら
追
っ
て
き
た
」
で
あ
る
。

二
文
と
い
う
こ
と
は
、
先
に
、
「
①
の
部
分
は
（
中
略
）
完
結
し

た
文
と
し
て
読
む
の
が
適
切
な
よ
う
な
気
が
す
る
」
と
述
べ
た
が
、

あ
な
が
ち
間
違
い
で
は
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
ま
た
英
文
で
は
省

か
れ
て
い
た
「
私
」
の
思
い
は
、
第
一
の
文
の
《bi

e
nt
ô
t

》
（
や
が

て
、
間
も
な
く
）
に
反
映
さ
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
と
考
え
た
。

天
城
隧
道
ま
で
の
旧
道
を
た
ど
り
な
が
ら
、
こ
れ
が
あ
の
つ
づ
ら

折
り
の
道
な
の
だ
と
、
何
度
も
、
自
分
に
言
い
聞
か
せ
て
き
た
の
は

言
う
ま
で
も
な
い
が
、
次
第
に
違
和
感
を
覚
え
る
よ
う
に
な
っ
て
き

た
。
そ
れ
は
、
「
雨
脚
が
杉
の
密
林
を
白
く
そ
め
な
が
ら
・
・
・
」

の
件
に
関
し
て
で
あ
る
。
私
が
た
ど
っ
て
い
る
つ
づ
ら
折
り
の
道
は
、

新
緑
の
五
月
と
い
う
こ
と
も
あ
っ
て
、
う
っ
そ
う
と
し
た
綠
の
樹
林

に
囲
ま
れ
て
お
り
、
川
端
の
文
章
に
あ
る
よ
う
に
、
雨
が
密
林
を
白

く
染
め
て
追
っ
て
く
る
の
が
、
本
当
に
見
え
た
の
だ
ろ
う
か
と
い
う

違
和
感
で
あ
る
。
川
端
は
、
実
際
に
密
林
を
白
く
染
め
る
雨
を
見
て
、

そ
れ
を
作
品
に
取
り
入
れ
た
の
で
は
な
く
、
麓
か
ら
峠
ま
で
を
見
渡
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せ
る
と
こ
ろ
に
視
点
を
定
め
、
そ
こ
か
ら
見
え
た
で
あ
ろ
う
情
景
を

想
像
し
て
書
い
た
の
に
違
い
な
い
と
思
う
に
い
た
っ
た
の
で
あ
る
。

吉
永
小
百
合
主
演
の
冒
頭
の
シ
ー
ン
も
、
見
晴
ら
し
の
い
い
峠
の

茶
店
に
駆
け
込
ん
で
く
る
「
私
」
と
い
う
設
定
に
な
っ
て
い
て
、
あ

れ
だ
っ
た
ら
文
章
通
り
、
麓
か
ら
追
っ
て
く
る
雨
の
様
子
が
よ
く
見

え
た
と
思
う
が
、
こ
れ
は
、
小
説
の
冒
頭
の
文
章
を
生
か
す
た
め
に
、

見
晴
ら
し
の
よ
い
所
に
茶
店
を
置
い
た
の
で
あ
り
、
実
際
は
違
う
の

で
は
な
い
か
と
思
う
の
で
あ
る
。

実
際
に
茶
店
が
ど
の
辺
り
に
あ
っ
た
の
か
、
確
認
は
出
来
な
か
っ

た
が
、
小
説
を
読
む
限
り
、
茶
店
か
ら
一
町
（
百
㍍
強
）
ほ
ど
の
所

に
隧
道
が
あ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
隧
道
か
ら

百
㍍
ほ
ど
の
所
は
、
ま
さ
に
密
林
の
中
で
、
そ
こ
か
ら
麓
の
方
を
見

渡
す
こ
と
は
で
き
な
い
と
思
う
の
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
を
連
れ
の
家
内
に
話
す
と
、
「
今
は
、
新
緑
の
季
節
だ

け
ど
、
秋
だ
っ
た
ら
、
葉
が
落
ち
て
い
て
見
通
し
が
利
い
た
の
で
は

な
い
の
？
」
と
、
川
端
の
肩
を
持
つ
よ
う
な
こ
と
を
言
う
の
だ
が
、

た
と
え
落
葉
し
て
い
て
も
、
杉
の
密
林
を
白
く
染
め
な
が
ら
追
っ
て

く
る
雨
脚
が
見
え
る
よ
う
な
地
形
で
は
な
い
よ
う
に
思
う
の
で
あ
る
。

今
か
ら
百
年
ほ
ど
前
の
こ
と
な
の
で
、
木
々
が
今
ほ
ど
に
は
育
っ
て

い
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
「
雨
脚
が
杉
の
密
林

を
白
く
染
め
な
が
ら
、
す
さ
ま
じ
い
は
や
さ
で
麓
か
ら
私
を
追
っ
て

き
た
」
と
い
う
の
は
、
見
晴
ら
し
の
い
い
所
か
ら
遠
望
し
て
い
る
よ

う
な
シ
ー
ン
で
あ
り
、
密
林
の
中
に
い
る
人
の
視
点
で
は
な
い
と
い

う
こ
と
が
、
そ
こ
ま
で
行
っ
て
み
て
は
じ
め
て
分
か
る
の
で
あ
る
。

話
は
少
し
横
道
に
逸
れ
る
が
、
こ
の
後
、
原
文
は
「
私
は
二
十
歳
、

高
等
学
校
の
制
帽
を
か
ぶ
り
、
紺
飛
白
の
着
物
に
袴
を
は
き
・
・
・

朴
歯
の
高
下
駄
で
天
城
を
登
っ
て
来
た
の
だ
っ
た
」
と
続
い
て
い
る

が
、
踊
子
（
吉
永
小
百
合
）
を
追
っ
て
き
た
私
（
高
橋
英
樹
）
は
、

学
生
服
を
着
て
い
た
。
袴
に
朴
歯
の
高
下
駄
で
は
、
山
道
は
歩
き
難

い
だ
ろ
う
と
い
う
配
慮
か
ら
と
思
っ
た
が
、
山
口
百
惠
の
と
き
に
は
、

三
浦
友
和
は
紺
絣
の
着
物
に
袴
を
つ
け
、
下
駄
を
は
い
て
い
た
。
細

か
い
所
に
作
り
手
そ
れ
ぞ
れ
の
こ
だ
わ
り
が
あ
る
の
だ
ろ
う
。

細
か
い
点
と
言
え
ば
、
サ
イ
デ
ン
ス
テ
ッ
カ
ー
訳
で
は
、
「
私
は

二
十
歳
」
の
と
こ
ろ
を

I
w
as

ni
n
et
e
e
n

と
、
数
え
年
を
満
年
齢

に
直
し
て
訳
し
て
い
る
が
、
仏
訳
は
、J

'a
v
ai
s
vi
n
gt

an
s

と
し

て
い
て
、
「
二
十
歳
」
の
ま
ま
で
あ
る
。

細
か
い
点
つ
い
で
に
も
う
一
つ
。
今
回
手
に
入
れ
た
仏
語
訳
の
な

か
に
、
明
ら
か
な
誤
り
を
見
つ
け
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
第
四
章

の
冒
頭
で
、
「
踊
子
」
と
「
私
」
が
、
前
の
晩
に
泊
ま
っ
た
宿
を
発

つ
場
面
に
つ
い
て
、Yu

g
a
sh
i
ma

を
発
つ
と
な
っ
て
い
る
の
だ
が
、

前
の
晩
、
主
人
公
た
ち
が
泊
ま
っ
た
の
は
、
私
た
ち
も
泊
ま
っ
た
湯

＜エッセイ＞
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ヶ
野
だ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
仏
訳
も
、
数
ペ
ー
ジ
前
で
、
湯
ヶ
島
を

発
っ
た
の
は
、
前
日
の
午
前
八
時
だ
っ
た
、
と
正
し
く
訳
し
て
い
る
。

こ
こ
は
、
地
名
の
一
部
が
共
通
す
る
故
の
勘
違
い
、
つ
ま
り
「
野
」

と

「
島
」
の
混
同
と
思
う
が
、
訳
者
に
、
日
本
人
と
思
わ
れ
る
人
名

が
二
名
も
あ
が
っ
て
お
り
、
手
抜
か
り
と
い
う
か
詰
め
が
甘
か
っ
た

と
い
う
か
・
・
・
。
さ
て
、
前
号
の
岩
波
書
店
に
次
い
で
、
今
度
は

フ
ラ
ン
ス
の
出
版
社
に
誤
り
を
指
摘
す
る
こ
と
に
な
る
の
か
も
し
れ

な
い
が
、
そ
の
前
に
、
そ
こ
の
と
こ
ろ
を
仏
文
で
ど
う
説
明
す
る
の

か
と
い
う
厄
介
な
問
題
を
ク
リ
ア
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
・
・
・

差
別
用
語
に
つ
い
て

「
現
代
日
本
文
學
大
系

・
川
端
康
成
集
」
（
筑
摩
書
房
）
の
附

52

録
に
、
文
芸
評
論
家
・
長
谷
川
泉
氏
の
「
『
伊
豆
の
踊
子
』
論
」
が

収
録
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
大
系
で
、
「
伊
豆
の
踊
子
」
の
本
文
が
十

三
ペ
ー
ジ
な
の
に
対
し
、
「
『
伊
豆
の
踊
子
』
論
」
は
、
お
よ
そ
四

十
五
ペ
ー
ジ
、
し
か
も
本
家
が
二
段
組
み
な
の
に
対
し
て
、
「
論
」

の
方
は
三
段
組
み
で
あ
り
、
そ
の
ボ
リ
ュ
ー
ム
か
ら
も
、
こ
の
小
説

の
重
要
さ
が
う
か
が
い
知
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

踊
子
論
は
、
「
伊
豆
の
踊
子
」
の
原
型
に
な
っ
た
と
言
わ
れ
て
い

る
「
湯
ヶ
島
で
の
思
ひ
出
」
や
執
筆
の
動
機
と
な
っ
た
と
思
わ
れ
る

女
性
の
存
在
に
ま
で
言
及
す
る
、
「
踊
子
」
の
徹
底
研
究
と
も
言
え

る
大
作
と
思
え
る
の
だ
が
、
そ
の
「
論
」
の
中
に
、
一
つ
、
腑
に
落

ち
な
い
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
。

峠
の
茶
店
の
老
婆
と
「
私
」
と
の
間
で
、
「
あ
の
芸
人
は
今
夜
ど

こ
で
泊
ま
る
ん
で
せ
う
。
」
「
あ
ん
な
者
、
ど
こ
で
泊
ま
る
や
ら
分

か
る
も
の
で
ご
ざ
い
ま
す
か
、
旦
那
様
。
お
客
が
あ
れ
ば
あ
り
次
第
、

ど
こ
に
だ
っ
て
泊
ま
る
ん
で
ご
ざ
い
ま
す
よ
。
今
夜
の
宿
の
あ
て
な

ん
ぞ
ご
ざ
い
ま
す
も
の
か
。
」
と
い
う
や
り
取
り
が
あ
る
。
こ
の
、

旅
芸
人
を
侮
辱
す
る
老
婆
の
言
葉
に
つ
い
て
長
谷
川
氏
は
、
「
清
純

さ
で
洗
わ
れ
た
よ
う
な
『
伊
豆
の
踊
子
』
の
な
か
の
汚
濁
の
部
分
で

あ
る
。
そ
し
て
、
『
伊
豆
の
踊
子
』
の
な
か
に
は
、
汚
濁
の
部
分
は
、

こ
の
一
箇
所
し
か
な
い
。
」
と
し
て
い
る
の
だ
が
、
私
に
は
、
も
う

一
箇
所
あ
る
よ
う
に
思
え
て
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
湯
ヶ

野
を
出
て
、
だ
い
ぶ
下
田
に
近
づ
い
た
と
思
う
頃
、
道
端
の
泉
で
喉

を
潤
そ
う
と
す
る
「
私
」
に
向
か
っ
て
、
踊
子
の
母
親
が
こ
う
言
う

の
で
あ
る
。

さ
あ
お
先
に
お
飲
み
な
さ
い
ま
し
。
手
を
入
れ
る
と
濁
る
し
、

女
の
後
は
汚
い
だ
ろ
う
と
思
っ
て
。

私
が
こ
の
部
分
の
こ
と
を
覚
え
て
い
る
の
は
、
自
分
で
気
づ
い
た

か
ら
で
は
な
い
。
踊
子
の
時
代
に
は
、
ま
だ
ま
だ
「
女
は
不
浄
」
と
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い
う
考
え
が
残
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
を
、
高
校
の
授
業
で
教
え
ら

れ
た
か
ら
で
あ
る
。
一
人
で
読
ん
で
い
た
ら
気
付
い
た
か
ど
う
か
自

信
は
な
い
。

冒
頭
部
分
の
仏
訳
を
見
た
つ
い
で
に
、
こ
の
部
分
の
仏
訳
も
見
て

み
た
。
「
手
を
入
れ
る
と
濁
る
」
の
部
分
は
、
客
観
的
な
描
写
だ
か

ら
、
「
水
が
乱
れ
る
、
濁
る
」
と
訳
せ
る
言
葉
が
使
わ
れ
て
い
て
、

特
に
違
和
感
は
な
い
。
し
か
し
、
「
女
の
後
は
汚
い
」
の
方
は
、
難

し
い
言
い
回
し
な
の
だ
ろ
う
と
思
っ
た
。
直
訳
す
れ
ば
、
「
女
性
が

ひ
と
た
び
飲
ん
だ
後
は
、
水
源
が
け
が
さ
れ
る
」
と
い
う
意
味
の
仏

文
に
な
っ
て
い
る
。
辞
書
を
見
る
と
、
そ
こ
で
使
わ
れ
て
い
た
「
け

が
す
《so

u
i
ll
e
r

》
」
の
用
例
と
し
て
、
「
服
を
イ
ン
ク
で
汚
す
」

「
細
菌
で
汚
染
さ
れ
る
」
「
神
殿
を
け
が
す
」
等
の
文
が
例
示
さ
れ

て
い
る
。
最
後
の
使
用
例
が
一
番
近
い
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、
外
国

人
に
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
今
の
多
く
の
日
本
人
に
も
、
「
な
ぜ
女

の
後
」
な
の
か
？
と
い
う
疑
問
が
出
て
き
て
し
か
る
べ
き
所
と
思
う

の
で
あ
る
。

長
谷
川
氏
の
指
摘
す
る
、
茶
店
の
老
婆
の
一
言
は
、
先
に
触
れ
た

「
物
乞
ひ
旅
芸
人
村
に
入
る
べ
か
ら
ず
」
と
同
じ
意
識
の
有
り
様
を

示
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
踊
子
の
母
親
が
発
し
た
女
性
を
蔑

む
よ
う
な
一
言
も
、
同
じ
差
別
意
識
の
現
れ
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ

る
。
長
谷
川
氏
が
指
摘
す
る
「
汚
濁
」
と
私
が
授
業
で
学
ん
だ
「
不

浄
」
と
は
、
別
の
も
の
と
い
う
こ
と
な
の
だ
ろ
う
か
。
つ
ま
り
、
長

谷
川
氏
の
時
代
（
「
論
」
は
、
昭
和
四
十
年
の
執
筆
と
な
っ
て
い

る
）
に
は
、
「
女
は
不
浄
」
と
い
う
考
え
方
を
問
題
に
す
る
こ
と
は

な
か
っ
た
、
と
い
う
こ
と
な
の
だ
ろ
う
か
。

も
う
一
つ
の
「
伊
豆
の
踊
子
」

「
伊
豆
の
踊
子
」
を
は
じ
め
て
読
ん
だ
の
は
、
高
校
の
国
語
の
教

科
書
で
だ
っ
た
と
述
べ
た
が
、
実
は
、
「
踊
子
」
の
存
在
に
つ
い
て

は
、
そ
れ
よ
り
も
か
な
り
前
か
ら
知
っ
て
い
た
の
だ
と
い
う
こ
と
を
、

当
該
の
教
科
書
を
読
ん
で
気
づ
い
た
の
だ
っ
た
。

私
が
小
学
生
の
頃
、
そ
れ
は
昭
和
三
十
年
代
の
前
半
と
い
う
こ
と

に
な
る
が
、
わ
が
家
で
は
、
毎
日
ラ
ジ
オ
が
つ
け
っ
ぱ
な
し
状
態
に

な
っ
て
い
た
。
母
が
、
縫
い
物
や
編
み
物
（
そ
れ
は
、
家
族
用
と
い

う
こ
と
も
あ
っ
た
が
、
近
所
の
人
か
ら
頼
ま
れ
た
内
職
仕
事
の
こ
と

が
大
半
だ
っ
た
）
を
し
な
が
ら
、
聞
い
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
当
時

は
、
昭
和
歌
謡
の
全
盛
期
で
、
三
橋
美
智
也
、
美
空
ひ
ば
り
、
春
日

八
郎
、
フ
ラ
ン
ク
永
井
な
ど
、
今
日
で
は
、
昭
和
の
懐
メ
ロ
番
組
で

お
目
に
か
か
る
よ
う
な
歌
手
た
ち
の
歌
を
、
ま
さ
に
リ
ア
ル
タ
イ
ム

で
聞
い
て
い
た
の
で
あ
る
。
彼
ら
の
歌
っ
た
多
く
の
歌
を
、
今
で
も

空
で
歌
え
る
の
は
、
私
の
記
憶
力
が
良
い
か
ら
で
は
な
く
、
ま
だ
テ

レ
ビ
と
い
う
映
像
媒
体
が
普
及
し
て
い
な
か
っ
た
時
代
の
こ
と
な
の

＜エッセイ＞
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で
、
作
詞
家
・
作
曲
家
そ
し
て
歌
い
手
も
、
言
葉
を
大
事
に
し
て
歌

を
世
に
送
り
出
し
て
い
た
か
ら
だ
ろ
う
と
思
う
。
も
ち
ろ
ん
、
聞
き

手
の
側
に
も
、
耳
を
澄
ま
し
て
歌
詞
を
聞
き
取
る
こ
と
が
求
め
ら
れ

て
い
た
。
歌
の
内
容
を
理
解
す
る
に
は
、
言
葉
し
か
頼
れ
る
も
の
は

な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
も
う
少
し
現
実
的
な
話
を
す
る
な
ら
、
レ

コ
ー
ド
を
買
え
ば
歌
詞
は
つ
い
て
き
た
が
、
レ
コ
ー
ド
を
か
け
る
蓄

音
機
は
容
易
に
手
に
入
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
う
し
た
歌
詞
を
聞
か
せ
る
歌
の
一
曲
に
、
三
浦
洸
一
が
歌
っ
た

「
踊
子
」
が
あ
っ
た
。
「
天
城
峠
で
会
っ
た
日
は
・
・
・
月
の
き
れ

い
な
伊
豆
の
宿
・
・
・
」
と
い
う
歌
詞
を
聴
け
ば
、
今
な
ら
、
間
違

い
な
く
「
伊
豆
の
踊
子
」
に
想
到
で
き
る
が
、
ま
だ
小
説
も
読
ん
で

い
な
い
し
映
画
も
見
て
い
な
い
小
学
生
に
は
、
何
が
歌
わ
れ
て
い
る

の
か
す
ぐ
に
は
理
解
で
き
な
か
っ
た
。

映
像
の
助
け
も
な
く
、
ラ
ジ
オ
だ
け
で
理
解
し
て
い
た
時
代
な
の

で
、
誤
解
も
あ
っ
た
。
「
踊
子
」
の
一
節
に
「
下
田
街
道
、
海
を
見

て
・
・
・
」
と
あ
る
の
だ
が
、
当
時
、
私
は
京
王
線
の
府
中
に
近
い

所
に
住
ん
で
い
て
、
京
王
線
沿
線
に
は
「
下
高
井
戸
」
と
い
う
駅
が

あ
っ
て
（
今
で
も
あ
る
）
、
ど
う
し
て
、
「
シ
モ
タ
カ
イ
ド
」
で
海

が
見
え
る
の
か
と
、
ト
ン
チ
ン
カ
ン
な
疑
問
を
抱
い
た
こ
と
を
覚
え

て
い
る
。

こ
の
稿
の
執
筆
を
機
に
調
べ
て
み
る
と
、
三
浦
洸
一
の
「
踊
子
」

が
発
表
さ
れ
た
の
は
、
昭
和
三
二
年
（
一
九
五
七
年
）
、
私
が
九
歳

の
と
き
で
あ
る
。
九
歳
の
子
ど
も
が
、
三
橋
だ
の
三
浦
だ
の
と
い
う

と
、
も
う
少
し
子
ど
も
ら
し
い
楽
し
み
は
な
か
っ
た
の
か
と
言
わ
れ

そ
う
だ
が
、
今
の
子
ど
も
た
ち
が
テ
レ
ビ
ア
ニ
メ
の
主
題
歌
に
親
し

む
の
と
た
い
し
て
変
わ
り
は
な
か
っ
た
の
だ
と
思
う
。
ま
だ
ま
だ
テ

レ
ビ
は
高
嶺
の
花
だ
っ
た
。
一
節
に
よ
れ
ば
、
我
が
国
の
テ
レ
ビ
の

普
及
に
は
、
先
日
退
位
さ
れ
た
平
成
天
皇
（
当
時
皇
太
子
）
の
ご
成

婚
が
大
き
な
き
っ
か
け
と
な
っ
た
と
の
こ
と
で
、
そ
れ
は
、
昭
和
三

五
年
の
こ
と
だ
っ
た
。

つ
ま
り
、
三
十
年
代
前
半
は
、
ま
だ
ま
だ
ラ
ジ
オ
全
盛
時
代
だ
っ

た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
「
鐘
の
鳴
る
丘
」
や
「
新
諸
国
物
語
ー
笛

吹
き
童
子
や
紅
孔
雀
」
は
、
私
よ
り
も
少
し
年
齢
の
上
の
人
た
ち
の

守
備
範
囲
だ
っ
た
と
思
う
。
私
は
、
夕
方
の
ラ
ジ
オ
で
放
送
さ
れ
て

い
た
、
江
戸
川
乱
歩
の
「
少
年
探
偵
団
」
が
好
き
で
、
「
ぼ
、
ぼ
、

僕
ら
は
少
年
探
偵
団
。
勇
気
り
ん
り
ん
、
る
り
の
色
。
望
み
に
燃
え

る
呼
び
声
は
朝
焼
け
空
に
こ
だ
ま
す
る
。
ぼ
、
ぼ
、
僕
ら
は
少
年
探

偵
団
・
・
・
」
と
、
「
り
ん
り
ん
」
の
意
味
も
「
る
り
」
の
意
味
も

よ
く
分
か
ら
な
い
ま
ま
、
大
声
を
張
り
上
げ
て
歌
っ
て
い
て
、
今
で

も
こ
こ
に
書
い
た
通
り
空
で
歌
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

あ
あ
、
「
踊
子
」
か
ら
随
分
と
脱
線
し
て
し
ま
っ
た
。
と
も
か
く

私
は
、
小
説
を
読
む
よ
り
ず
っ
と
前
か
ら
、
踊
子
の
存
在
は
知
っ
て
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い
た
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
高
校
生
に
な
っ
て
は
じ
め
て
小
説
を
読

ん
だ
と
き
に
、
長
年
の
謎
が
解
け
た
よ
う
な
、
不
思
議
な
感
覚
を
覚

え
た
の
だ
っ
た
。
吉
永
小
百
合
の
踊
子
が
封
切
ら
れ
た
の
は
、
ち
ょ

う
ど
こ
の
頃
の
こ
と
だ
っ
た
。
そ
の
前
の
踊
子
が
美
空
ひ
ば
り
か
と

思
っ
て
い
た
ら
鰐
淵
晴
子
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
「
伊
豆
近
代
文

学
博
物
館
」
の
展
示
で
知
っ
た
。
そ
し
て
、
吉
永
小
百
合
の
次
が
山

口
百
惠
か
と
思
っ
て
い
た
ら
、
そ
の
間
に
内
藤
洋
子
が
入
っ
て
い
た
。

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
使
っ
て
、
今
で
は
簡
単
に
三
浦
洸
一
の
「
踊

子
」
を
聞
く
こ
と
が
出
来
る
。
歌
詞
も
出
て
い
る
の
で
、
「
下
田
街

道
」
を
間
違
え
る
こ
と
も
な
い
。
三
浦
洸
一
の
様
子
か
ら
、
ネ
ッ
ト

の
映
像
は
昭
和
四
十
年
代
か
五
十
年
代
の
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、
一

言
一
言
を
大
事
に
し
た
端
正
な
歌
い
方
は
、
そ
の
歌
詞
内
容
と
相

ま
っ
て
、
清
々
し
い
。

そ
し
て
、
天
城
越
え

石
川
さ
ゆ
り
の
「
天
城
越
え
」
を
は
じ
め
て
聞
い
た
と
き
、
三
浦

洸
一
の
「
踊
子
」
の
二
の
舞
を
踏
ん
で
は
い
け
な
い
と
思
っ
た
か
ら

で
は
な
い
が
、
今
度
は
、
松
本
清
張
の
作
品
が
歌
謡
曲
に
な
っ
た
の

か
、
と
思
っ
た
の
だ
っ
た
。
「
天
城
越
え
」
と
い
う
タ
イ
ト
ル
が
、

清
張
の
小
説
の
タ
イ
ト
ル
と
全
く
同
じ
で
あ
る
上
に
、
歌
詞
に
「
・

・
・
あ
な
た
を
殺
し
て
い
い
で
す
か
・
・
・
」
と
、
殺
人
を
ほ
の
め

か
す
よ
う
な
一
節
が
あ
っ
た
か
ら
だ
。
妖
艶
な
女
が
出
て
く
る
推
理

小
説
で
、
確
か
に
人
が
一
人
殺
さ
れ
た
が
、
歌
謡
曲
の
題
材
に
な
る

よ
う
な
内
容
だ
っ
た
ろ
う
か
と
疑
問
が
湧
き
、
読
み
直
し
た
の
だ
っ

た
。清

張
の
「
天
城
越
え
」
は
、
中
・
短
編
集
「
黒
い
画
集
」
に
収
め

ら
れ
て
い
て
、
現
在
で
は
新
潮
文
庫
で
読
む
こ
と
が
出
来
る
が
、
私

が
は
じ
め
て
読
ん
だ
の
は
光
文
社
の
カ
ッ
パ
・
ノ
ベ
ル
ス
で
だ
っ
た
。

「
黒
い
画
集
」
は
、
数
あ
る
清
張
の
中
・
短
編
集
の
中
で
も
最
上
級

の
も
の
と
思
っ
て
い
る
。
そ
の
中
で
印
象
に
残
っ
て
い
る
も
の
を
あ

げ
る
と
し
た
ら
、
ま
ず
は
「
遭
難
」
だ
ろ
う
か
。
学
生
時
代
、
山
登

り
に
明
け
暮
れ
て
い
た
こ
と
も
あ
り
、
登
場
人
物
た
ち
の
愛
憎
描
写

よ
り
も
山
行
の
描
写
に
興
味
を
覚
え
、
何
度
か
読
み
返
し
た
覚
え
が

あ
る
。
「
坂
道
の
家
」
も
忘
れ
が
た
い
作
品
で
あ
る
。
実
直
だ
っ
た

男
が
、
ふ
と
し
た
こ
と
を
き
っ
か
け
に
身
を
持
ち
崩
し
て
い
く
展
開

は
、
非
日
常
的
な
謎
解
き
と
は
全
く
逆
で
、
犯
罪
が
極
め
て
身
近
に

存
在
す
る
と
い
う
こ
と
を
感
じ
さ
せ
ら
れ
た
作
品
だ
っ
た
。

清
張
の
「
天
城
越
え
」
が
発
表
さ
れ
た
の
は
昭
和
三
十
四
年
の
こ

と
で
あ
る
。
小
説
は
、
昭
和
三
十
年
代
の
は
じ
め
頃
、
印
刷
業
を
営

む
男
の
と
こ
ろ
へ
、
老
刑
事
が
印
刷
物
を
依
頼
に
来
た
こ
と
を
き
っ

か
っ
け
に
、
昔
の
こ
と
が
思
い
出
さ
れ
る
と
い
う
筋
立
て
で
、
印
刷

業
の
男
は
、
刑
事
来
訪
の
三
十
年
ほ
ど
前
（
大
正
十
五
年
）
に
、
天

＜エッセイ＞
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城
峠
を
越
え
た
と
い
う
設
定
で
あ
る
。
ち
な
み
に
、
川
端
が
天
城
峠

を
越
え
た
の
は
大
正
七
年
、
「
伊
豆
の
踊
子
」
の
刊
行
は
大
正
十
五

年
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

「
天
城
越
え
」
は
、
下
田
に
住
ん
で
い
た
鍛
冶
屋
の
少
年
（
今
で

言
え
ば
中
学
校
を
出
た
位
の
年
齢
だ
っ
た
）
が
怪
し
げ
な
人
物
と
前

に
な
り
後
に
な
り
し
て
峠
を
越
え
る
際
に
事
件
が
起
き
る
と
い
う
話

だ
が
、
峠
越
え
の
シ
ー
ン
よ
り
も
、
結
末
が
印
象
的
な
作
品
だ
っ
た
。

老
刑
事
が
訪
れ
な
け
れ
ば
、
事
件
は
誰
に
も
知
ら
れ
ず
に
埋
も
れ

て
い
く
は
ず
だ
っ
た
。
し
か
し
記
憶
に
は
時
効
は
な
い
と
言
わ
ん
ば

か
り
に
、
忘
れ
か
け
て
い
た
遠
い
過
去
の
出
来
事
が
、
執
拗
な
追
跡

者
の
手
に
よ
っ
て
掘
り
返
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
主
人
公
は
、
誰
も
知

ら
な
い
は
ず
の
自
分
の
過
去
を
知
っ
て
い
る
者
が
い
る
と
い
う
、
重

く
暗
い
思
い
を
胸
に
生
き
て
行
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
。
犯

人
が
捕
ま
っ
て
、
め
で
た
し
め
で
た
し
と
い
う
の
で
は
な
く
、
最
後

に
な
っ
て
事
件
が
始
ま
っ
た
よ
う
な
、
読
者
の
心
に
重
い
も
の
を
残

し
て
終
わ
る
と
こ
ろ
が
、
清
張
的
と
言
え
ば
清
張
的
で
あ
る
。

天
城
峠
で
道
に
迷
っ
て
し
ま
っ
た
よ
う
な
文
章
に
な
っ
た
が
、
要

す
る
に
、
石
川
さ
ゆ
り
の
「
天
城
越
え
」
は
、
清
張
の
世
界
を
歌
っ

た
も
の
で
は
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
歌
は
、
作
詞
家

と
作
曲
家
が
、
川
端
と
同
じ
湯
ヶ
島
に
こ
も
っ
て
（
宿
は
川
端
と
は

別
だ
っ
た
よ
う
だ
が
）
作
り
上
げ
た
と
い
う
こ
と
だ
。
女
の
情
念
を

歌
っ
た
も
の
で
、
清
張
の
事
件
と
は
無
縁
の
も
の
、
浄
連
の
滝
、
寒

天
橋
、
天
城
隧
道
と
、
お
馴
染
み
の
地
名
が
出
て
き
て
、
こ
こ
の
風

土
や
歴
史
に
イ
ン
ス
ピ
レ
ー
シ
ョ
ン
を
得
て
出
来
上
が
っ
た
作
品
な

の
か
も
し
れ
な
い
が
、
舞
台
は
必
ず
し
も
こ
こ
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

か
っ
た
と
い
う
も
の
で
は
な
い
よ
う
な
気
が
す
る
。

繰
り
返
し
に
な
る
が
、
私
に
と
っ
て
「
天
城
越
え
」
と
言
え
ば
、

石
川
さ
ゆ
り
で
は
な
く
松
本
清
張
な
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
「
文
学
博

物
館
」
で
会
っ
た
旧
知
の
先
生
に
、
「
こ
こ
に
は
、
川
端
、
井
上
は

あ
る
け
れ
ど
、
清
張
の
『
せ
』
の
字
も
な
い
が
・
・
・
」
と
不
満
を

漏
ら
し
た
の
で
あ
る
。
す
る
と
、
さ
す
が
に
文
学
の
専
門
家
、
「
で

も
、
清
張
は
こ
こ
で
生
活
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
の
で
・
・
・
」

と
、
あ
っ
さ
り
切
り
替
え
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。
そ
し
て
、
「
こ
の
裏

に
、
井
上
靖
の
旧
住
居
が
移
設
さ
れ
て
い
る
の
で
、
そ
れ
を
ご
覧
に

な
っ
た
ら
・
・
・
」
と
勧
め
ら
れ
、
行
っ
て
み
た
の
で
あ
る
。
そ
こ

で
は
、
彼
が
引
率
し
て
き
た
中
学
生
た
ち
が
家
中
を
占
領
し
て
、
な

に
や
ら
必
至
に
メ
モ
を
取
っ
て
い
る
様
子
な
の
で
、
建
物
の
中
に
は

入
ら
ず
、
玄
関
か
ら
中
を
覗
い
た
だ
け
で
、
そ
こ
を
後
に
し
て
、
天

城
隧
道
に
向
う
こ
と
に
し
た
の
だ
っ
た
。

＜天城峠を巡る散歩と考察そして峠の道草＞
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小
説
・
私
の
峠
越
え

「
私
は
、
い
つ
も
下
田
か
ら
頂
上
を
眺
め
て
い
る
天
城
の
山
を
自

分
の
足
で
越
え
る
か
と
思
う
と
う
れ
し
く
な
っ
た
。
こ
の
山
を
向

こ
う
に
越
え
た
ら
、
自
分
の
自
由
な
天
地
が
ひ
ろ
び
ろ
と
広
が
っ

て
い
る
よ
う
に
思
え
た
。
」

「
天
城
越
え
」
の
少
年
が
、
峠
を
目
指
し
た
と
き
の
心
情
で
あ
る
。

確
か
に
峠
に
は
、
そ
の
先
に
ど
ん
な
世
界
が
広
が
っ
て
い
る
の
だ
ろ

う
と
い
っ
た
期
待
を
そ
そ
る
よ
う
な
イ
メ
ー
ジ
が
あ
る
。
学
生
時
代

に
親
し
ん
だ
山
登
り
で
も
、
峠
越
え
に
は
、
山
頂
に
立
っ
た
と
き
と

は
違
っ
た
、
独
特
の
味
わ
い
が
あ
っ
た
。

本
格
的
な
山
登
り
を
持
ち
出
す
ま
で
も
な
く
、
身
近
に
も
、
知
ら

ず
知
ら
ず
の
う
ち
に
越
え
て
い
る
面
白
そ
う
な
峠
が
い
く
つ
も
あ
る
。

ち
ょ
っ
と
車
を
走
ら
せ
て
み
よ
う
か
？

わ
が
家
か
ら
一
番
近
い
の
は
、
国
道
十
六
号
線
を
神
奈
川
県
側
か

ら
東
京
都
側
に
入
っ
て
す
ぐ
の
所
に
あ
る
御
殿
（
ご
て
ん
）
峠
で
あ

る
。
今
で
は
、
バ
イ
パ
ス
が
出
来
て
い
る
の
で
、
八
王
子
へ
出
る
の

に
、
旧
道
を
使
う
こ
と
は
少
な
く
な
っ
た
。
今
、
旧
道
と
書
い
た
が
、

我
々
が
普
段
通
っ
て
い
る
御
殿
峠
は
、
国
道
十
六
号
線
が
整
備
さ
れ

た
と
き
に
名
づ
け
ら
れ
た
も
の
な
の
で
比
較
的
新
し
く
、
本
来
の
御

殿
峠
は
、
少
し
山
の
中
に
入
っ
た
所
を
通
る
古
道
に
あ
っ
た
と
い
う
。

峠
は
、
単
に
人
々
が
行
き
交
っ
た
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
国
境
で
も

あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
紛
争
の
地
で
も
あ
っ
た
。
御
殿
峠
の
近
く
に
は
、

紛
争
処
理
（
？
）
の
た
め
の
、
磔
の
刑
が
行
わ
れ
た
獄
門
場
跡
が
あ

る
と
聞
く
。
名
前
か
ら
し
て
、
何
か
出
て
き
そ
う
だ
が
、
心
霊
現
象

が
見
ら
れ
る
と
い
っ
た
話
は
、
ま
だ
聞
い
て
い
な
い
。

国
道
十
六
号
線
を
そ
の
ま
ま
進
ん
で
、
八
王
子
で
国
道
二
十
号
線

（
甲
州
街
道
）
に
入
っ
て
西
に
向
か
う
と
、
高
尾
山
の
中
腹
を
巻
く

よ
う
に
し
て
大
垂
水
（
お
お
だ
る
み
）
峠
が
あ
る
（
同
じ
音
の
峠
が

山
梨
県
の
山
の
中
に
あ
る
が
、
そ
ち
ら
は
大
弛
峠
と
表
記
す
る
）
。

今
で
は
、
高
尾
越
え
に
は
中
央
高
速
の
小
仏
ト
ン
ネ
ル
を
利
用
す
る

こ
と
が
一
般
的
で
、
甲
府
方
面
に
行
く
際
に
こ
の
峠
を
利
用
す
る
人

は
少
な
く
な
っ
た
。

昔
、
山
梨
県
に
あ
る
大
学
の
非
常
勤
講
師
を
し
て
い
た
と
き
、
時

間
の
か
か
る
こ
と
は
承
知
で
、
と
い
う
よ
り
、
時
間
を
か
け
て
楽
し

む
た
め
に
、
こ
の
峠
を
通
っ
て
帰
っ
て
来
た
こ
と
が
何
度
も
あ
る
。

相
模
湖
側
か
ら
の
登
り
は
、
天
城
峠
の
「
つ
づ
ら
折
り
」
に
勝
る
と

も
劣
ら
な
い
七
曲
が
り
で
、
特
に
、
マ
ニ
ュ
ア
ル
車
に
乗
っ
て
い
た

頃
は
、
か
な
り
楽
し
い
ド
ラ
イ
ブ
が
で
き
た
も
の
で
あ
る
。

甲
州
街
道
を
さ
ら
に
下
り
、
大
月
で
左
折
す
れ
ば
富
士
山
を
目
指

す
こ
と
に
な
る
が
、
そ
ち
ら
に
は
向
か
わ
ず
二
十
号
線
を
そ
の
ま
ま

進
む
と
、
こ
の
街
道
最
大
の
難
所
、
笹
子
峠
に
さ
し
か
か
る
。
私
は
、

こ
れ
よ
り
先
に
行
く
と
き
に
は
、
中
央
高
速
を
利
用
し
て
し
ま
う
の

＜エッセイ＞
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で
、
峠
越
え
の
経
験
は
な
い
。

こ
の
笹
子
峠
に
は
、
中
央
高
速
の
笹
子
ト
ン
ネ
ル
（
二
〇
一
二
年

に
天
井
版
の
崩
落
事
故
が
あ
っ
た
）
の
他
に
国
道
と
県
道
に
一
つ
ず

つ
、
そ
れ
に

の
鉄
道
ト
ン
ネ
ル
が
一
つ
と
、
全
部
で
四
ヶ
所
に
ト

JR

ン
ネ
ル
が
あ
る
・
・
・
と
い
う
こ
と
は
、
こ
こ
は
本
州
中
央
部
と
東

京
を
結
ぶ
交
通
の
要
所
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
だ
ろ
う
。

山
梨
の
人
た
ち
は
、
県
内
を
甲
府
盆
地
を
中
心
と
し
た
国
中
（
く

に
な
か
）
と
富
士
山
麓
に
近
い
郡
内
（
ぐ
ん
な
い
）
の
二
つ
に
分
け

て
考
え
る
こ
と
が
あ
る
が
、
笹
子
峠
は
ま
さ
に
そ
の
分
割
点
の
象
徴

と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
中
央
高
速
を
走
っ
て
い
て
、
笹
子
ト
ン
ネ

ル
の
こ
ち
ら
側
と
向
こ
う
側
と
で
天
気
が
違
う
と
い
う
こ
と
を
何
度

も
経
験
し
て
き
た
の
で
、
こ
こ
を
境
に
二
つ
に
分
け
る
と
い
う
の
は
、

合
理
的
な
こ
と
な
の
か
も
し
れ
な
い
。

甲
州
街
道
は
、
大
月
の
先
、

中
央
線
の
笹
子
駅
を
過
ぎ
た
辺
り

JR

で
二
手
に
分
か
れ
る
。
右
が
現
在
の
甲
州
街
道
で
、
そ
の
先
の
新
笹

子
隧
道
（
約
三
㎞
）
を
抜
け
れ
ば
、
甲
府
盆
地
す
な
わ
ち
国
中
で
あ

る
。
左
は
、
現
在
は
県
道
と
な
っ
て
い
る
が
、
新
笹
子
隧
道
が
出
来

る
ま
で
は
、
こ
ち
ら
が
れ
っ
き
と
し
た
甲
州
街
道
で
、
つ
づ
ら
折
り

を
か
な
り
上
っ
た
所
に
、
笹
子
隧
道
が
あ
る
。
中
央
高
速
の
笹
子
ト

ン
ネ
ル
と
甲
州
街
道
の
新
笹
子
隧
道
が
数
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
あ
る
の
に

対
し
て
、
こ
の
隧
道
は
約
二
五
〇
メ
ー
ト
ル
と
か
な
り
短
い
。
長
さ

を
節
約
す
る
た
め
に
は
、
か
な
り
の
高
所
を
掘
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な

か
っ
た
と
い
う
こ
と
な
の
だ
ろ
う
。

笹
子
隧
道
は
文
化
財
に
指
定
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

ま
だ
、
写
真
で
し
か
見
て
い
な
い
が
、
時
代
を
感
じ
さ
せ
る
レ
ン
ガ

製
の
外
壁
は
、
な
ぜ
こ
の
よ
う
な
山
の
中
に
、
こ
ん
な
に
も
モ
ダ
ン

な
ト
ン
ネ
ル
が
・
・
・
と
思
い
た
く
な
る
よ
う
な
佇
ま
い
だ
。
ま
た
、

ト
ン
ネ
ル
の
こ
ち
ら
側
か
ら
撮
っ
た
写
真
に
は
、
向
こ
う
側
の
出
口

が
ぼ
ん
や
り
と
明
る
く
見
え
て
い
て
、
思
わ
ず
天
城
隧
道
を
連
想
し

て
し
ま
う
。
ネ
ッ
ト
に
は
、
こ
こ
に
は
少
女
の
霊
が
出
る
と
い
う
こ

と
で
、
心
霊
ス
ポ
ッ
ト
と
し
て
注
目
さ
れ
て
い
る
と
出
て
い
た
。
時

代
を
感
じ
さ
せ
る
様
子
か
ら
、
踊
子
が
天
城
峠
と
間
違
え
て
お
出
ま

し
に
な
っ
て
い
る
と
言
わ
れ
る
と
信
じ
て
し
ま
い
そ
う
に
な
る
が
、

こ
ち
ら
は
昭
和
に
入
っ
て
か
ら
の
完
成
な
の
で
、
踊
子
が
出
る
こ
と

は
な
い
だ
ろ
う
。

甲
府
盆
地
を
抜
け
、
国
道
二
十
号
線
を
さ
ら
に
下
る
と
（
途
中
の

山
中
に
は
、
い
く
つ
も
の
気
に
な
る
峠
が
あ
る
が
、
割
愛
す
る
）
、

諏
訪
か
ら
国
道
十
九
号
線
と
な
っ
て
、
や
が
て
松
本
に
至
る
。
そ
こ

か
ら
飛
騨
と
の
国
境
、
安
房
（
あ
ぼ
う
）
峠
を
目
指
す
。
近
年
（
と

い
っ
て
も
、
長
野
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
に
間
に
合
わ
せ
た
と
い
う
こ
と
だ

か
ら
、
二
十
年
以
上
も
前
に
な
る
）
、
こ
の
峠
の
下
を
ぶ
ち
抜
く
安

房
ト
ン
ネ
ル
が
出
来
て
、
飛
騨
側
と
の
通
行
が
随
分
と
便
利
に
な
っ
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た
と
聞
く
が
、
私
は
ま
だ
利
用
し
た
こ
と
は
な
い
。

安
房
ト
ン
ネ
ル
の
手
前
で
右
に
道
を
取
る
と
、
上
高
地
へ
の
表
の

玄
関
口
、
釜
ト
ン
ネ
ル
で
あ
る
。
こ
こ
も
、
笹
子
隧
道
に
劣
ら
な
い

風
格
あ
る
隧
道
で
あ
る
。

こ
こ
は
、
自
家
用
車
で
の
通
行
は
禁
止
さ
れ
て
い
る
の
で
、
バ
ス

を
使
う
こ
と
に
な
る
。
冬
山
の
シ
ー
ズ
ン
に
な
る
と
、
バ
ス
も
通
ら

な
く
な
る
の
で
、
入
山
者
は
歩
い
て
通
り
抜
け
る
し
か
な
い
。

冬
山
で
は
、
雪
崩
、
滑
落
、
凍
死
な
ど
山
岳
事
故
が
た
び
た
び
起

き
る
。
そ
う
い
う
状
況
に
あ
る
か
ら
だ
ろ
う
、
山
小
屋
の
親
父
た
ち

の
中
に
は
、
そ
の
テ
の
話
し
、
つ
ま
り
こ
の
世
の
も
の
で
な
い
人
た

ち
の
話
し
を
得
意
に
す
る
人
が
結
構
い
た
。
釜
ト
ン
ネ
ル
は
、
紅
葉

の
季
節
に
は
、
か
な
り
の
人
出
と
聞
く
が
、
オ
フ
シ
ー
ズ
ン
と
も
な

れ
ば
、
笹
子
隧
道
以
上
に
寂
し
い
と
こ
ろ
に
な
る
の
で
、
そ
う
し
た

話
し
に
は
う
っ
て
つ
け
の
舞
台
の
よ
う
だ
。
こ
こ
を
さ
ま
よ
う
人
た

ち
の
話
は
、
ど
こ
か
の
山
小
屋
で
聞
い
た
こ
と
も
あ
る
し
、
山
岳
雑

誌
で
読
ん
だ
こ
と
も
あ
る
。

た
と
え
ば
、
こ
ん
な
話
で
あ
る
。

雪
道
を
歩
い
て
き
て
ト
ン
ネ
ル
に
入
る
と
、
前
方
を
行
く
パ
ー
テ

ィ
ー
が
見
え
る
の
で
心
強
く
思
い
、
追
い
つ
い
て
声
を
か
け
よ
う
と

急
ぎ
足
で
近
づ
い
て
行
く
と
、
ト
ン
ネ
ル
を
出
た
と
こ
ろ
で
、
姿
は

見
え
な
く
な
り
足
跡
も
つ
い
て
い
な
い
と
か
、
数
人
の
仲
間
と
ト
ン

ネ
ル
の
中
を
歩
い
て
い
る
と
、
自
分
た
ち
と
は
違
っ
た
足
音
が
響
い

て
く
る
よ
う
な
気
が
す
る
の
で
、
止
ま
っ
て
確
か
め
よ
う
と
す
る
と
、

相
変
わ
ら
ず
足
音
は
響
い
て
く
る
が
、
誰
も
近
づ
い
て
来
な
い
・
・

・
そ
う
い
え
ば
、
前
の
年
、
こ
こ
か
ら
入
山
し
て
、
帰
っ
て
来
な
く

な
っ
た
大
学
生
の
パ
ー
テ
ィ
ー
が
あ
っ
た
・
・
・
。

大
学
二
年
の
秋
、
バ
ス
で
上
高
地
に
入
り
、
さ
ら
に
二
、
三
時
間

ほ
ど
奥
に
入
っ
た
所
で
合
宿
を
し
た
と
き
の
こ
と
で
あ
る
。
私
は
、

親
類
の
法
事
が
あ
っ
て
、
仲
間
た
ち
よ
り
一
日
早
く
帰
ら
な
け
れ
ば

な
ら
な
か
っ
た
。
上
高
地
か
ら
バ
ス
を
利
用
す
れ
ば
楽
に
帰
れ
る
こ

と
は
分
か
っ
て
い
た
が
、
天
気
は
良
さ
そ
う
だ
し
、
そ
の
日
の
う
ち

に
、
正
確
に
言
え
ば
、
翌
日
の
朝
ま
で
に
帰
っ
て
い
れ
ば
い
い
と
い

う
こ
と
だ
っ
た
の
で
、
上
高
地
の
手
前
で
左
手
に
入
り
、
峠
を
越
え

て
、
松
本
電
鉄
の
新
島
々
（
し
ん
し
ま
し
ま
）
駅
ま
で
歩
く
こ
と
に

し
た
の
だ
っ
た
。
峠
の
名
前
は
徳
本
（
と
く
ご
う
）
峠
、
釜
ト
ン
ネ

ル
が
掘
ら
れ
る
前
は
、
こ
こ
が
上
高
地
へ
の
表
玄
関
だ
っ
た
。

梓
川
の
畔
か
ら
は
二
時
間
程
度
の
登
り
だ
っ
た
。
峠
に
は
山
小
屋

が
あ
り
、
何
人
か
の
人
た
ち
が
、
出
た
り
入
っ
た
り
し
て
い
た
。
声

を
か
け
て
み
る
と
、
私
よ
り
先
に
上
高
地
か
ら
登
っ
て
来
た
ら
し
く
、

穂
高
連
峰
を
写
真
に
撮
り
、
昼
食
を
済
ま
せ
た
ら
、
新
島
々
の
方
に

は
下
り
ず
、
上
高
地
に
戻
り
、
バ
ス
で
帰
る
と
の
こ
と
だ
っ
た
。

新
島
々
へ
の
下
り
に
は
四
、
五
時
間
か
か
る
が
、
松
本
か
ら
は
夜
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行
列
車
を
利
用
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
、
時
間
的
に
は
余
裕
は
あ
っ

た
。
し
か
し
な
が
ら
、
峠
を
出
よ
う
と
す
る
頃
、
雲
行
き
が
怪
し
く

な
っ
て
き
た
の
で
、
急
が
な
け
れ
ば
と
思
っ
た
の
だ
っ
た
。

急
斜
面
か
ら
や
や
な
だ
ら
か
な
下
り
に
な
る
辺
り
で
雨
が
落
ち
て

き
た
か
と
思
う
と
、
じ
き
に
本
降
り
に
な
っ
て
き
た
。
簡
単
な
雨
具

で
は
心
許
な
く
な
っ
て
き
た
の
で
、
途
中
の
、
廃
屋
の
よ
う
な
山
小

屋
の
軒
を
借
り
て
本
格
装
備
を
し
て
下
山
を
再
開
し
た
の
だ
っ
た
。

再
び
下
り
は
じ
め
て
し
ば
ら
く
し
た
と
こ
ろ
で
、
こ
れ
か
ら
峠
を

目
指
す
ら
し
い
パ
ー
テ
ィ
に
出
会
っ
た
。
脇
に
避
け
て
道
を
譲
っ
た

の
だ
が
、
う
つ
む
き
加
減
に
黙
々
と
歩
を
進
め
る
そ
の
姿
に
、
今
一

つ
な
じ
め
な
い
も
の
を
感
じ
た
の
だ
っ
た
。
装
備
か
ら
、
山
登
り
に

は
馴
れ
た
人
た
ち
の
よ
う
に
見
え
た
の
だ
が
、
ど
こ
と
な
く
場
違
い

の
よ
う
な
印
象
を
受
け
た
の
だ
っ
た
。
重
い
足
取
り
で
進
む
そ
の
姿

が
、
敗
残
兵
の
よ
う
に
見
え
た
か
ら
だ
ろ
う
か
。

こ
の
道
を
上
高
地
へ
の
入
山
に
使
う
人
が
い
る
と
い
う
こ
と
へ
の

驚
き
も
あ
っ
た
が
、
新
島
々
か
ら
や
っ
て
来
た
と
す
る
な
ら
、
歩
き

は
じ
め
て
、
ま
だ
そ
れ
ほ
ど
た
っ
て
は
い
な
い
は
ず
な
の
に
、
ず
い

ぶ
ん
と
疲
れ
て
い
る
よ
う
に
見
え
た
の
も
意
外
な
こ
と
だ
っ
た
。
そ

れ
に
、
後
に
な
っ
て
気
づ
い
た
こ
と
だ
が
、
彼
ら
の
表
情
を
思
い
出

す
こ
と
が
で
き
な
い
の
も
不
思
議
だ
っ
た
。
す
れ
違
っ
た
の
は
一
瞬

の
こ
と
で
、
特
に
言
葉
を
交
わ
し
た
わ
け
で
も
な
く
、
辺
り
は
薄
暗

く
て
、
表
情
が
よ
く
見
え
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
も
あ
る
が
、
顔
全

体
が
暗
い
闇
の
底
に
沈
ん
で
い
る
よ
う
な
感
じ
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
道
は
、
私
が
思
う
ほ
ど
使
わ
れ
て
い
な
い
わ
け
で
は
な
い
の

か
も
し
れ
な
い
と
思
っ
た
の
は
、
間
も
な
く
、
峠
を
目
指
す
も
う
一

隊
に
に
出
会
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

「
徳
本
泊
ま
り
で
す
か
？
」
と
、
声
を
か
け
る
と
、

「
え
え
。
出
る
の
が
遅
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
、
し
か
も
こ
ん
な

天
気
で
、
今
日
中
に
着
け
る
か
ど
う
か
・
・
・
途
中
で
ビ
バ
ー
ク
、

遭
難
は
イ
ヤ
だ
な
あ
」
と
、
冗
談
め
か
し
た
返
事
が
返
っ
て
き
た
。

「
今
し
方
、
登
っ
て
行
っ
た
パ
ー
テ
ィ
が
あ
っ
た
け
れ
ど
、
同
じ
電

車
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
？
随
分
と
ス
ロ
ー
ペ
ー
ス
だ
っ
た
の
で
、

す
ぐ
に
追
い
つ
く
の
で
は
・
・
・
」
と
言
う
と
、
三
人
は
怪
訝
な
顔

を
し
て
、
互
い
の
顔
を
見
合
わ
せ
た
の
だ
っ
た
。
自
分
た
ち
以
外
に
、

同
じ
列
車
か
ら
降
り
て
徳
本
を
目
指
す
人
は
い
な
か
っ
た
と
い
う
の

で
あ
る
。

「
ど
ん
な
パ
ー
テ
ィ
だ
っ
た
？
」
と
聞
か
れ
た
の
で
、

「
顔
は
良
く
見
え
な
か
っ
た
け
れ
ど
・
・
・
か
な
り
の
荷
物
だ
っ
た

か
ら
、
何
泊
か
す
る
の
で
は
な
い
か
」
と
答
え
た
の
で
あ
る
。

「
こ
の
近
く
で
テ
ン
ト
で
も
張
っ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
」
と
一
人
が

つ
ぶ
や
く
と
、

「
こ
の
辺
で
テ
ン
ト
を
張
っ
て
い
た
ら
、
も
っ
と
早
く
に
登
り
始
め
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て
い
る
だ
ろ
う
。
」
と
別
の
一
人
が
応
じ
、
さ
ら
に
「
そ
れ
は
何
人

の
パ
ー
テ
ィ
ー
だ
っ
た
か
？
」
と
聞
く
の
で
、

「
四
人
だ
っ
た
」
と
答
え
た
の
だ
っ
た
。
す
る
と
、

「
四
人
と
い
う
こ
と
は
、
怪
し
い
な
あ
・
・
・
」
と
言
い
な
が
ら
、

手
で
妙
な
ゼ
ス
チ
ャ
ー
を
し
た
の
だ
っ
た
。

「
止
め
て
く
れ
よ
、
こ
ら
か
ら
登
る
ん
だ
ろ
」
と
、
ど
こ
か
ら
か
声

が
あ
が
り
、
三
人
は
笑
い
出
し
た
の
だ
が
、
私
は
、
事
情
が
分
か
ら

ず
き
ょ
と
ん
と
し
て
い
た
の
だ
っ
た
。

彼
ら
が
言
う
に
は
、
数
年
前
の
秋
に
季
節
外
れ
の
大
雪
が
降
り
、

峠
の
直
下
で
雪
崩
が
あ
っ
て
、
四
人
が
の
み
込
ま
れ
る
事
故
が
あ
っ

た
。
そ
れ
以
来
、
よ
く
似
た
四
人
組
が
、
こ
の
峠
を
登
っ
た
り
下
っ

た
り
す
る
の
を
見
か
け
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
噂
が
あ
る
と
い
う

の
で
あ
る
。

私
が
会
っ
た
パ
ー
テ
ィ
は
ど
ん
な
様
子
だ
っ
た
か
と
聞
く
の
で
、

し
っ
か
り
と
し
た
装
備
を
し
て
い
た
。
冬
山
に
向
け
て
の
雪
上
訓
練

で
も
す
る
の
だ
ろ
う
と
思
っ
た
、
ピ
ッ
ケ
ル
と
か
ん
じ
き
を
ザ
ッ
ク

に
く
く
り
つ
け
て
い
た
か
ら
・
・
・
と
告
げ
た
の
で
あ
る
。

す
る
と
、
リ
ー
ダ
ー
ら
し
い
男
が
、
「
や
っ
ぱ
り
怪
し
い
、
今
の

時
期
、
ま
だ
訓
練
に
足
り
る
よ
う
な
雪
は
降
ら
な
い
だ
ろ
う
。
ピ
ッ

ケ
ル
は
と
も
か
く
、
か
ん
じ
き
は
か
な
り
の
深
雪
を
想
定
し
て
の
装

備
だ
か
ら
、
ア
レ
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
？
」
と
い
う
の
で
あ
る
。

四
人
と
す
れ
違
っ
た
後
に
感
じ
て
い
た
違
和
感
は
、
厳
冬
期
で
も

な
い
の
に
、
か
ん
じ
き
を
つ
け
て
い
た
こ
と
に
起
因
し
て
い
た
の
か

も
し
れ
な
い
。
つ
ま
り
、
私
が
会
っ
た
の
は
や
は
り
ア
レ
だ
っ
た
の

だ
ろ
う
か
・
・
・
。

川
端
康
成
に
は
、
今
回
取
り
上
げ
た
伊
豆
の
他
に
、
鎌
倉
、
越
後

湯
沢
、
京
都
・
・
・
と
、
散
歩
し
て
み
た
く
な
る
土
地
を
舞
台
に
し

た
作
品
が
い
く
つ
も
あ
る
。
そ
の
手
は
じ
め
に
と
伊
豆
・
天
城
峠
ま

で
出
か
け
て
み
た
の
だ
が
、
他
ま
で
手
が
回
ら
な
く
な
っ
て
し
ま
っ

た
。
今
回
出
来
な
か
っ
た
散
歩
に
つ
い
て
は
、
改
め
て
作
品
を
読
み
、

考
え
て
み
よ
う
と
思
う
。
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