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一
　
山
の
彼
方

　
ビ
ョ
ル
ン
ソ
ン
の
ア
ル
ネ
の
歌
は
哀
調
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
我
々
日
本
人

に
は
よ
く
そ
の
情
合
が
わ
か
ら
な
い
。
日
本
も  

諾    

威  

ノ
ル
ウ
ェ
ー

に
劣
ら
ぬ
山
国
で
、

一
々
の
盆
地
に
一
々
の
村
、
国
も
郡
も
村
も
多
く
は
山
脈
を
以
て
境
し
て
い

る
が
、
そ
の
山
た
る
や
大
抵
春
は
躑
躅
つ
つ
じ
山
桜
の
咲
く
山
で
、
決
し
て
ア
ル
ネ

の
故
郷
の
如
く
越
え
難
き
雪
の
高
嶺
で
は
な
い
。
山
の
彼
方
の
平
野
と
海
と

は
、
登
れ
ば
常
に
見
え
る
。
他
郷
な
が
ら
相
応
の
親
し
み
が
あ
る
。
中
世
の

生
活
を
最
も
鮮
あ
ざ
やか
に
写
し
て
い
る
狂
言
記
、
あ
れ
を
読
ん
で
見
て
も
よ
く
わ

か
る
が
、
山
一
つ
彼
方
か
な
た
に
伯お
母ば
さ
ん
が
あ
っ
て
酒
を
造
っ
て
い
た
り
、
有
徳
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人
が
住
ん
で
聟むこ
を
捜
し
て
い
た
り
す
る
。
自
分
も
子
供
の
頃
は
「
瓜うり
や
茄
子
な
す
び

の
花
ざ
か
り
」
と
か
、
「
お
ま
ん
か
わ
い
や
布
さ
ら
す
」
と
か
い
う
歌
の
趣

お
も
む
き

を
よ
く
知
っ
て
い
た
。
そ
の
頃
は
小
学
校
の
新
築
の
流
行
す
る
時
代
で
あ
っ

た
。
ど
の
山
へ
登
っ
て
見
て
も
ペ
ン
キ
塗
の
偉
大
な
る
建
築
物
が
、
必
ず
一

つ
ず
つ
は
見
え
た
。
そ
し
て
振
返
っ
て
見
る
と
自
分
の
里
も
美
し
か
っ
た
の

で
あ
る
。

　
　
　
　
二
　
た
わ
・
た
を
・
た
を
り

　
境
の
山
に
は
必
ず
山
路
が
あ
る
。
そ
の
最
初
の
山
路
は
、
石
を
切
り
草
を

払
う
だ
け
の
労
力
も
掛
け
な
い
、
た
だ
の
足
跡
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
が
、
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獣
す
ら
一
筋
の
径みち
を
も
つ
の
で
あ
る
。
ま
し
て
や
人
は
山
に
住
ん
で
も 

寂  

せ
き
ば

寞 く
を
厭いと
い
、
行
く
人
に
追
付
き
、
来
る
人
に
出
逢
お
う
と
力つと
め
る
か
ら
、

自
然
に  
羊    

腸  
よ
う
ち
ょ
う

が
統
一
す
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
の
み
な
ら
ず
ど
う
し
て
こ

の
山
を
越
え
よ
う
か
と
思
う
人
の
、
考
が
ま
た
一
つ
で
あ
る
。
左
右
の
麓
を

回
れ
ば
暇
が
か
か
る
、
正
面
を
越
え
る
な
ら
谷
川
の
川
上
、
山
の
土
の
最
も

多
く
消
磨
し
た
部
分
、
当
世
の
語
で
鞍
部
あ
ん
ぶ
を
通
る
の
が
一
番
に
楽
で
あ
る
。

純
日
本
語
で
は
こ
れ
を
「
た
わ
」
と
い
い
（
古
事
記
）
ま
た
「
た
を
り
」
と

も
い
っ
て
い
る
（
万
葉
集
）
。
「
た
わ
」
「
た
を
り
」
は
地
名
と
為な
っ
て
諸

国
に
存
す
る
の
み
な
ら
ず
、
普
通
名
詞
と
し
て
も
生
き
て
い
る
。
鎌
倉
の
武

士
大
多
和
三
郎
は
三
浦
の
一
族
で
、
今
の
相
州
三
浦
郡
武
山
村
大
字
太
田
和

は
そ
の 

名  

字 

み
ょ
う
じ

の
地
で
あ
る
。
伊
賀
の
八
田
か
ら
大
和
へ
越
え
る
大
多
和
越
、
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そ
の
他
こ
の
地
名
は
東
国
に
も
多
く
、
西
へ
行
く
ほ
ど
な
お
多
い
。
「
た
を

り
」
と
い
う
方
で
は
大
隅
の
福
山
か
ら
日
向
の   

都      

城   

み
や
こ
の
じ
ょ
う

へ
越
え
る
小
山
、

今
は
馬
車
の
走
る
国
道
で
あ
る
が
、
そ
の
頂
上
の
民
居
を
通
山
と
い
う
。
伊

予
喜
多
郡
喜
多
灘
村
大
字
今
坊
字
ト
オ
リ
ノ
山
、
備
前
邑
久
郡
裳
樹
村
大
字

五
助
谷
字
通
り
山
、
美
濃
恵
那
郡
静
波
村
大
字
野
志
字
通
り
沢
、
越
後
南
蒲

原
郡
大
崎
村
大
字
下
保
田
字
通
坂
、
常
陸
那
珂
郡
勝
田
村
大
字
三
反
田
字
道

理
山
等
も
皆
こ
れ
で
あ
る
。
中
国
で
は
峠
を
「
た
わ
」
ま
た
は
「
た
を
」
と

い
い
、
そ
の
大
部
分
は
乢
の
字
を
当
て
て
い
る
。
乢
は
い
わ
ゆ
る
鞍
部
の
象

形
文
字
で
、
峠
の
字
と
同
じ
く
和
製
の
新
字
で
あ
る
。
内
海
を
渡
っ
て
四
国

に
入
れ
ば
、
「
た
を
」
と
は
言
わ
ず
に
「
と
う
」
と
呼
ぶ
け
れ
ど
も
、
「
と

う
」
は
ま
た
「
た
を
」
の
再
転
に
相
違
な
い
。
土
佐
の
国
中
か
ら 

穴  

内 

あ
な
な
い

川
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の
渓
へ
越
え
る 

繁  

藤 

し
げ
と
う

に
、
肥
後
の
人
吉
か
ら
日
向
へ
越
え
る
加
久
藤

か
く
と
う

は
、

共
に
有
名
な
峠
で
あ
る
が
こ
の
藤とう
も
ま
た
「
た
を
」
で
あ
ろ
う
。
「
た
う
げ
」

は
「
た
む
け
」
よ
り
来
た
語
だ
と
い
う
の
は
、
通
説
で
は
あ
る
が
疑
を
容い
る

る
余
地
が
あ
る
。
行
路
の
神
に
手
向
た
む
け
を
す
る
の
は
必
ず
し
も
山
頂
と
は
限
ら

ぬ
。 

逢 

坂 

山 

お
う
さ
か
や
ま
は 
山  

城 
や
ま
し
ろ

の
京
の
境
、
奈
良
坂
は
大
和
の
京
の
境
で
あ
る
か

ら
、 

道  

饗 

み
ち
あ
え

の
祭
を
し
た
だ
け
で
、
そ
こ
が
峠
の
頂
上
で
あ
っ
た
た
め
で
は

な
か
ろ
う
。
「
た
う
げ
」
も
ま
た
「
た
わ
」
か
ら
来
た
語
で
あ
る
か
も
知
れ

ぬ
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
三
　
昔
の
峠
と
今
の
峠
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「
た
わ
」
及
「
た
を
り
」
は
今
日
の
撓たわ
む
と
い
う
語
と
、
語
源
を
同
じ
く
し

て
い
る
こ
と
は
明
か
で
あ
る
が
、
そ
の
「
た
わ
」
は
山
頂
の
線
が
一
所
た
わ

ん
で
低
く
な
っ
て
い
る
こ
と
を
い
う
の
か
、
ま
た
は
山
の
裾
が
幾
重
も
重
か
さ
なっ

て
屈
曲
し
て
入
込
ん
で
い
る
の
を
い
う
の
か
、
何いず
れ
と
も
決
し
か
ね
る
。

『
新
撰
字
鏡
』
を
見
る
と
「
嶼
、
山
の
豊
か
な
る
貌
、
山
の
み
ね
、
ゐ
た
を

り
云
々
」
と
あ
り
。
ま
た
「
※
、
曲
岸
也
、
く
ま
又
た
を
り
又
ゐ
た
を
り
」

と
も
あ
る
。
実
際
昔
の
人
が
山
を
越
え
る
の
に
は
、
頂
上
の
低
い
所
を
求
め

る
と
同
時
に
、
水
の
流
に
依
っ
て
奥
深
く
ま
で
、
迷
わ
ず
入
り
立
つ
こ
と
の

出
来
る
所
を
求
む
べ
き
道
理
で
あ
る
。
谷
川
に
沿
っ
て
上
れ
ば
、
自
然
に
低

い
所
を
越
え
る
こ
と
に
な
る
。
従
っ
て
「
た
わ
」
は
頂
線
の
「
た
わ
」
か
、

山
側
の
「
た
わ
」
か
容
易
に
決
し
に
く
い
の
で
あ
る
。
と
に
か
く
昔
の
山
越
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は
深
く
入
っ
て
急
に
越
え
、
今
の
峠
は
浅
い
外
山
か
ら
緩ゆる
く
越
え
る
こ
と
は

事
実
で
あ
る
。
大
小
何
れ
の
峠
を
見
て
も
旧
道
と
新
道
と
の
相
違
は
即
ち
こ

れ
で
あ
る
。
峠
路
に
限
っ
て
里
程
り
て
い
の
遠
く
な
る
の
を
改
修
と
い
っ
て
い
る
。

そ
れ
と
い
う
の
が
七
寸
以
下
の
勾
配
で
な
け
れ
ば
荷
を
負
う
た
馬
が
通
ら
ず
、

三
寸
の
勾
配
で
な
け
れ
ば
荷
車
が
通
わ
ぬ
と
す
れ
ば
、
馬
も
車
も
通
ら
ぬ
位

の
峠
に
は
一
軒
の
休
み
茶
屋
も
な
く
、
誰
し
も
山
中
に
野
宿
は
い
や
だ
か
ら
、

急
な
坂
で
苦
し
く
と
も
一
日
で
越
え
る
算
段
を
す
る
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め

に
は
谷
奥
の
山
村
は
誠
に
重
要
で
あ
っ
た
。
関
所
の
あ
る
峠
は
勿
論
の
こ
と
、

関
は
な
く
て
も
難
所
と
聞
い
て
は
、  
西    

行  
さ
い
ぎ
ょ
う

も
宗
祇
そ
う
ぎ
も
此こ
処こ
へ
来
て
一
宿

し
た
か
ら
で
あ
る
。
然しか
る
に
新
道
が
開
け
る
と
そ
の
村
は
不
用
に
な
る
。
車

屋
あ
の
村
は
何
と
言
う
な
ど
と
聞
く
と
、
そ
れ
が
昔
の
宿
場
で
あ
っ
た
こ
と
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も
し
ば
し
ば
で
あ
る
。
人
の
智
慧
は
切
通
し
と
な
り 

隧  

道 

す
い
ど
う

と
な
り
、
散
々

山
の
容
を
庭
木
扱
い
に
し
た
揚
句
あ
げ
く
、
汽
車
の
如
き
に
至
っ
て
は
山
道
を
平
地

に
し
て
し
ま
っ
た
。

　
　
　
　
四
　
峠
の
衰
亡

　
碓
氷
う
す
い
そ
の
他
の
坂
本
の
宿
、
越
後
え
ち
ご
葡
萄
ぶ
ど
う
峠
の
如
き
は
麓
の
村
も
衰
え
た
が
、

そ
の
後
に
起
っ
た
山
道
の
衰
微
の
方
が
な
お
烈
し
い
。
一
夏
草
を 

芟  

払 

か
り
は
ら

わ

ず
に
お
け
ば
大
道
も
小
径
に
な
る
。
山
水
が
路
上
を
流
れ
て
あ
る
所
は
す
ぐ

河
原
に
な
る
。
会
津
の
殿
様
の 

参  

覲 

さ
ん
き
ん

道
路
は
、
赤
松
の
並
木
で
一
部
分
に

は
敷
石
が
残
っ
て
い
る
の
に
、
他
の
一
部
分
は
す
で
に
谷
川
に
な
っ
て
い
る
。
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汽
車
は
誠
に
縮
地
の
術
で
、
迂う
路ろ
と
は
思
い
な
が
ら
時
間
は
は
る
か
に
少
く

費
用
は
少
し
の
余
計
で
行
く
路
が
あ
っ
て
見
れ
ば
、
山
路
に
骨
を
折
る
人
の

少
な
く
な
る
の
は
仕
方
が
な
い
。
信
濃
し
な
の
佐
久
郡
か
ら
上
州
武
州
へ
越
え
る
道

は
沢
山
あ
っ
た
。
碓
氷
の
す
ぐ
南
の
香
坂
越
、
中
島
孤
島
君
の
郷
里
。
そ
の

南
に
志
賀
越
、
内
山
峠
、
与
地
峠
、
武
田
耕
雲
斎
の
越
え
た
道
、
そ
の
南
に

大
日
向
等
で
あ
る
。
岩
村
田
以
南
の
人
が
江
戸
に
出
で
三
峰
へ
参
詣
す
る
の

に
は
、
決
し
て
軽
井
沢
へ
廻
ら
な
か
っ
た
の
み
な
ら
ず
、
山
脈
の
西
と
東
と

丸
々
種
類
の
ち
が
っ
た
産
物
、
例
え
ば
信
州
の
米
と
酒
、
上
州
の
麻
に
煙
草
た
ば
こ
、

江
戸
か
ら
来
る
雑
貨
類
を
互
に
交
易
す
る
た
め
に
は
、
少
し
も
中
山
道
を
利

用
し
な
か
っ
た
も
の
が
、
鉄
道
は
乃
す
な
わち
国
境
の
山
脈
を
た
だ
の 

屏  

風 

び
ょ
う
ぶ

に
し

終
り
、
甘
楽
か
ん
ら
の
奥
の
処
々
の
米
蔵
、
佐
久
の
馬
の
脊
に
つ
け
た
三
升
入
の
酒
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樽
を
悉
こ
と
ご
とく
閑
却
し
た
の
で
あ
る
。
な
る
ほ
ど
今
で
も
ち
ゃ
ん
と
し
た
路
は
あ

る
。
し
か
し
以
前
は
馬
主
の
総
数
に
賦
課
し
た
道
路
の
修
繕
を
今
は
双
方
の

山
口
の
一
村
が
引
受
け
る
の
で
あ
る
。
ゆ
く
ゆ
く
は
鶯
の
巣
か
ら 

四 

十 

雀 

し
じ
ゅ
う
か
ら

の
巣
に
変
形
し
て
行
く
の
は
必
然
で
あ
る
。
近
江
は
四
境
悉
こ
と
ご
とく
山
で
あ
る
が
、

隣
国
へ
越
え
る
峠
路
は
先
ず
山
城
へ
十
八
、
伊
賀
へ
八
、
伊
勢
へ
九
、
美
濃

へ
七
に
越
前
へ
六
、
若
狭
へ
の
四
を
合
せ
て
五
十
二
、
こ
の
中
四
筋
は
昔
か

ら
の
官
道
で
、
今
の
汽
車
も
ほ
ぼ
こ
れ
に
併
行
し
て
走
っ
て
い
る
。
他
の
四

十
八
の
峠
は
と
て
も
鉄
道
と
競
争
す
る
ほ
ど
の 

捷  

路 

し
ょ
う
ろ

で
は
な
い
か
ら
、
身

が
軽
く
日
を
急
ぐ
者
は
、
山
元
の
山
民
で
も
出
て
来
て
汽
車
に
乗
る
。
恐
ら

く
は
後
来 

樵  

夫 

し
ょ
う
ふ

と
物
ず
き
と
の
外
は
通
ら
ぬ
路
に
な
り
、
峠
の
茶
屋
は
茶

屋
跡
と
で
も
い
う
地
名
に
な
っ
て
し
ま
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
言
う
ま
で
も
な
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い
が
峠
の
閉
塞
の
た
め
に
、
山
村
地
方
の
受
く
べ
き
経
済
上
の
影
響
は
非
常

に
大
で
あ
る
。
山
が
深
け
れ
ば
農
業
一
方
の
生
活
は
営
ま
れ
ぬ
か
ら
、
人
を

へ
ら
す
か
仕
事
を
作
る
か
、
と
に
か
く
陣
立
を
立
直
さ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
昔
か

ら
山
村
に
存
外
交
易
の
産
物
が
多
か
っ
た
の
は
、
正
に
道
路
の
恩
恵
で
あ
っ

た
。
袋
の
底
の
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
、
更
に
里
の
人
と
利
を
争
う
の
は
さ
ぞ

苦
し
い
こ
と
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
五
　
峠
の
裏
と
表

　
旅
人
は
誰
で
も
心
づ
く
べ
き
こ
と
で
あ
る
。
頂
上
に
来
て
立
ち
止
る
と
必

ず
今
ま
で
吹
か
な
か
っ
た
風
が
吹
く
。
テ
ム
ペ
ラ
メ
ン
ト
が
か
ら
り
と
変
る
。

13



単
に
日
の
色
や
陰
陽
の
違
う
の
み
な
ら
ず
、
山
路
の
光
景
が
丸
で
違
っ
て
い

る
。
見
下
す
村
里
は
か
え
っ
て
右
左
よ
く
似
て
お
っ
て
も
、
一
方
の
平
地
が

他
の
一
方
よ
り
高
い
と
か
一
方
の
山
側
は
急
傾
斜
で
他
の
一
方
は
緩
で
あ
る

と
か
い
う
こ
と
が
著
し
く
眼
に
つ
く
。
こ
れ
は
火
山
国
だ
か
ら
殊
に
そ
う
な

の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
の
み
な
ら
ず
人
の
仕
業
の
裏
表
と
い
う
も
の
が
、
大
抵

の
峠
に
は
あ
る
。
麓
か
ら
頂
上
ま
で
の
路
は
色
々
と
曲
折
し
て
お
っ
て
も
、

結
局
こ
れ
を
甲
乙
の
二
種
に
分
類
す
る
こ
と
が
出
来
る
。
一
言
に
し
て
い
え

ば
、
甲
種
は
水
の
音
の
近
い
山
道
、
乙
種
は
水
の
音
の
遠
い
山
路
で
あ
る
。

前
者
は
頂
上
に
近
く
な
っ
て
急
に
険けわ
し
く
な
る
路
、
後
者
は
麓
に
近
い
部
分

が
独ひと
り
険
し
い
路
で
あ
る
。
一
は
低
く
道
を
つ
け
て
力つと
め
て
川
筋
を
離
れ
ま

い
と
す
る
故
に
、
何
度
も
谷
水
を
渡
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。
他
の
一
は
こ
の
煩
わ
ず
らい
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は
な
い
が
そ
の
代
り
見
下
せ
ば 

千  

仞 

せ
ん
じ
ん

の 

云  

々 

う
ん
ぬ
ん

と
形
容
す
べ
き
、 

桟  

道 

さ
ん
ど
う

ま
た
は
岨
路
を
行
か
ね
ば
な
ら
ぬ
。
峠
に
由
っ
て
は
甲
種
と
甲
種
、
ま
た
は

乙
種
と
乙
種
と
を
結
び
付
け
た
の
も
あ
る
。
殊
に
新
道
に
至
っ
て
は
前
に
も

い
う
通
り
、
乙
種
の
も
の
が
多
い
け
れ
ど
も
、
古
く
か
ら
の
峠
な
ら
ば
一
方

は
甲
種
他
方
は
乙
種
で
あ
る
。
こ
れ
を
自
分
は
峠
の
裏
表
と
い
う
の
で
あ
る
。

表
口
と
い
う
の
は
登
り
に
開
い
た
路
で
、
裏
口
と
い
う
の
は
降
り
に
開
い
た

乙
種
の
路
で
あ
る
。
初
め
て
山
越
え
を
企
て
る
者
は
、
眼
界
の
展
開
す
べ
き

相
応
の
高
さ
に
達
す
る
ま
で
は
、
川
筋
に
離
れ
て
は
路
に
迷
う
が
故
に
、
出

来
る
だ
け
そ
の
岸
を
行
く
わ
け
で
あ
る
が
、
い
ざ
こ
れ
か
ら
下
り
と
な
れ
ば
、

麓
の
平
地
に
目
標
を
付
け
て
お
い
て
、
そ
れ
を
見
な
が
ら
下
り
る
方
が
便
で

あ
る
。
そ
れ
は
第
一
に
足
が
沾ぬら
し
た
く
な
い
上
に
、
山
の
皺
と
い
う
も
の
は
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裾
に
な
る
ほ
ど
多
い
か
ら
、
上
で
一
回
廻
る
べ
き
角
は
、
中
腹
以
下
で
数
回

廻
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
た
め
で
あ
る
。
故
に 

折  

角 

せ
っ
か
く

分
水
線
の
最
低
部
に
到
達
し

て
お
き
な
が
ら
、
更
に
尾
根
づ
た
い
に
高
み
へ
上
っ
た
上
で
始
め
て
降
路
を

求
め
る
も
の
も
あ
る
。
即
ち
鞍
部
で
は
十
分
に
見
通
し
の
つ
か
ぬ
処
か
ら
、

わ
ざ
わ
ざ
骨
を
折
っ
て
乾
い
た
小
路
を
捜
す
の
で
あ
る
。
右
の
如
く
解
す
れ

ば
同
じ
峠
路
の
彼
方
此
方
こ
な
た
で
も
、
先
ず
往
来
を
開
き
か
け
た
ア
ク
チ
ー
フ
の

側
と
、
こ
れ
を
受
け
こ
れ
を
利
用
し
た
る
パ
ッ
シ
ー
フ
の
側
と
は
分
明
で
あ

っ
て
、
少
な
く
と
も
初
期
の
経
済
事
情
を
知
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
る
。

実
例
を
挙
げ
て
も
今
の
路
が
古
道
で
な
い
と
す
れ
ば
む
だ
に
な
る
が
、
相
模
さ
が
み

の
佐
野
川
村
か
ら
武
蔵
む
さ
し
の
元
八
王
寺
村
へ
越
え
る
案
外
峠
は
、
案
外
に
も
武

蔵
が
表
で
相
模
が
裏
、
越
中
の
国
境  

荘    

川  

し
ょ
う
か
わ

の
上
流
に
横
よ
こ
たわ
っ
て
い
る
尾
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瀬
峠
は
、
平
野
地
方
が
裏
で
五
箇
山

ご
か
や
ま

の
山
村
が
表
で
あ
る
の
は
さ
も
あ
り
な

ん
。
羽う
後ご
由
利
郡
の  

本    

荘  

ほ
ん
じ
ょ
う

西
方
か
ら
、 

雄 

物 

川 

お
も
の
が
わ

平
原
の 

浅  

舞 

あ
さ
ま
い

横
手

へ
越
え
る
峠
は
、
海
岸
部
の
方
が
表
口
、
肥ひ
後ご
山
鹿
や
ま
が
の
奥
岳
間
村
か
ら
筑
後
ち
く
ご

の
矢
部
へ
越
え
る
冬
野
の
山
道
は
、
複
雑
し
て
い
た
が
肥
後
の
方
が
表
だ
っ

た
と
記
憶
す
る
。
日
本
国
の
峠
の
数
は
大
小
一
万
ば
か
り
も
あ
る
で
あ
ろ
う
。

誰
か
統
計
を
取
っ
て
表
を
作
っ
て
見
る
篤
志
家

と
く
し
か

は
あ
る
ま
い
か
。

　
　
　
　
六
　
峠
の
趣
味

　
自
分
の
空
想
は
一
つ
峠
会
と
い
う
も
の
を
組
織
し
、
山
岳
会
の
向
う
を
張

り
、
夏
季
休
暇
に
は 

徽  

章 

き
し
ょ
う

か
何
か
を
つ
け
て
珍
し
い
峠
を
越
え
、
そ
の
報
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告
を
し
ゃ
れ
た
文
章
で
発
表
さ
せ
る
こ
と
で
あ
る
。
何
峠
の
表
七
分
の
六
の

左
側
に
雪
が
電
車
の
屋
根
ほ
ど
残
っ
て
い
た
な
ど
い
う
と
、
そ
り
ゃ
愉
快
だ

っ
た
ろ
う
な
ど
と
仲
間
で 

喝  

采 

か
っ
さ
い

す
る
の
で
あ
る
。
さ
ぞ
か
し
人
望
の
な
い

入
会
希
望
者
の
少
な
い
会
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
冗
談
は
抜
き
に
し
て
峠
越
え

の
な
い
旅
行
は
、
正
に
餡あん
の
な
い  

饅    

頭  

ま
ん
じ
ゅ
う

で
あ
る
。
昇
り
は
苦
し
い
と
い

っ
て
も
、
曲
り
角
か
ら
先
の
路
の
附
け
方
を
、
想
像
す
る
だ
け
で
も
楽
し
み

が
あ
る
。
峠
の
茶
屋
は
両
方
の
平
野
の
文
明
が
、
半
な
か
ばは
争
い
半
は
調
和
し
て

い
る
所
で
あ
る
。
殊
に
気
分
の
移
り
方
が
面
白
い
。
更
に
下
り
と
な
れ
ば
何

の
こ
と
は
な
い
、
成
長
し
て
行
く
快
い
夢
で
あ
る
。
頂
上
は
風
が
強
く
笹
が

ち
で
鳥と
屋や
の
跡
な
ど
が
あ
る
。
少
し
下
れ
ば
枯
木
沢
山
の
原
始
林
、
そ
れ
か

ら
植
え
た
林
、
桑
畑
と
麦
畠
、
辻
堂
と
二
、
三
の
人
家
、
鶏
と
子
供
、
木
の
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橋
、
小
さ
な
田
、
水
車
、
商
人
の
荷
車
、
寺
藪
、
小
学
校
の
あ
る
村
と
耕
地

と
町
。
こ
ん
な
の
が
先
ず
普
通
で
あ
る
。
だ
か
ら
峠
の
一
方
の
側
が
急
な
ら

急
な
方
か
ら
上
り
、
表
と
裏
と
あ
れ
ば
裏
の
方
か
ら
昇
っ
て
、 

緩  

々 

か
ん
か
ん

と
水

に
沿
う
て
下
っ
て
来
る
よ
う
に
路
順
を
こ
し
ら
え
る
こ
と
を
力
め
ね
ば
な
ら

ぬ
。
筑
波
神
社
の
宝
物
に
唐
人
の
絵
巻
が
あ
る
。
開
け
ば
巻
頭
に
は
、
奥
山

の
岩
本
清
水
、
青 
蘿 
白 
雲 

せ
い
ら
は
く
う
ん

猿
の
声
も
聞
ゆ
る
よ
う
な
風
景
で
あ
る
。
こ
の

水
が
段
々
と
集
っ
て
淵
を
為な
し
、
松
と
岩
と
の
間
を
行
く
と
、
樵
夫
が 

徒  

と
し
ょ

渉 う
し
、
隠
者
が
腰
を
か
け
て
い
る
。
次
に
は
渓
の
処
に
樵
夫
の
来
た
径
が

あ
り
、
人
家
が
あ
っ
て
牛
が
行
き
、
更
に
漁
舟
を
浮
べ
て
い
る
者
が
あ
り
、

橋
が
架かか
っ
て
車
が
渡
り
、
橋
の
下
ま
で
は
帆
を
か
け
た
舟
が
の
ぼ
り
、
堤
が

低
く
な
っ
て
水
田
が
広
く
見
え
、
城
壁
の
下
を
流
れ
て
都
府
に
入
れ
ば
、
岸
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に
は
子
供
が
集
っ
て
軽
業
師
の
芸
を
見
て
い
る
。
狗いぬ
が
尾
を
振
っ
て
い
る
。

柳
が
あ
っ
て 

青  

楼 

せ
い
ろ
う

が
列
つ
ら
なり
、
そ
の
先
は
即
ち
河
口
の
港
で
、
遠
洋
か
ら
帰

っ
た
軍
艦
商
船
が
碇
い
か
りを
卸おろ
し
て
い
る
と
い
う
趣
向
で
あ
る
。
絵
巻
物
の
な
い

国
の
人
に
は
解
し
得
ら
れ
な
い
興
味
で
あ
る
。
し
か
し
絵
な
れ
ば
高
々
二
十

尺
、
二
十
五
尺
の
、
絹
の
上
の
変
化
で
あ
る
が
、
天
然
は
更
に
豊
か
で
あ
る
。

同
じ
一
つ
の
峠
路
で
も
、
時
代
及
び
人
の
生
活
、
季
節
晴
雨
の
か
わ
る
ご
と

に
、
日
ご
と
に
色
々
の
絵
巻
を
我
々
に
示
し
て
尽
き
な
い
の
で
あ
る
。
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