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「
碓

氷

の

坂

を

越

え

し

だ

に

」
補

説

父

の

思

い

出

に

よ

せ

て春

日

和

男

一

国
語
学

や
国
文
学
を
究
め
る
者
と
し

て
、
書

を
愛
し
そ
れ
に
親
し
む

こ
と
は

当
然

の
話
な
が
ら

、
そ
の
方
面

で
は
父
も
骨
董
趣
味

な
ど
と
共
に
ち
ょ

っ
と
し

た
道
楽
者

で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
そ
れ
は
遠
く
奈
良
在
住
の
頃
か
ら
始
ま

っ
て
、
晩

年
ま

で
ほ
そ
ぼ
そ
と
続

い
た
と

い
え
よ
う
。
そ
し
て
彼

が
わ

た
く
し

に
遺
し
た
さ
さ
や
か
な
置
き
土
産
と

い
え
ば
、
そ

の
五
十
余
年
の
あ
い
だ
集
め

た
書
物
に
あ
る
と
い
っ
て
も
過
言

で
は
な
い
。
ま
た
わ
た
く
し
が
こ
う
し
て
父

と
同
じ
学
問
に
迷

い
込
ん
だ
と
い
う

こ
と
も

、

↓
つ
に
は
そ

の
書
物
が
も

た
ら

し
た
機
縁

で
あ
っ
た
と
も

い
え
そ
う
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
、
わ
た
く
し
が

そ
の
少
年
時
代

か
ら
家
蔵
本

に
価
値
を
見

い
だ
し

た
り

、
特

に
親

ん
だ
と

い
う
わ
け
で
は
な
く
、
ま

た
父
自
か
ら
も

そ
の
様
な
こ

と
に

つ
い
て
と
や
か
く

い
っ
た

こ
と
は
な
か

っ
た
。
む
し

ろ
わ
た
く
し
は
・
そ

の
よ
う

な

点

に

つ
い
て
、
お
世
話

に
な

っ
た
諸
先

生
や

知

己

の

方

々
の
言

葉

を
介

し
て
、
外
部
か
ら
問

接
的

に
知
識
を
持

っ
た
と
い
っ
た
方

が
適
当
か
も

し
れ

な
い
。
然

し
、
大
学

に
入
り
、
た
ま

た
ま
必
要

に
迫

ら

れ

て
、
京

都
の

宿

舎
か
ら
こ
う

い
う
本

は
家

に
な
い
か
な
ど
と
問

い
合
わ
せ
る
と
、
父
は
大
概

そ
の
要
求
に
叶
う
だ
け
の
家
蔵
本
を
送

っ
て
く

れ
た
。
し
か
も

、
そ
れ
が
時

に

は

二
三
種
類

の
多
き

に
わ
た

っ
て
い
て
、
思

わ
ぬ
重
宝
を
し
た
こ
と
も

あ
っ
た

が
、
そ
ん
な
場
合

「
つ

一
つ
に
よ
く
付
箋
な
ど
が
入

れ
て
あ

っ
て
、
そ
の
本

の

価
値

に
も
及
び

、
こ
う

い
う
本
は
京
都

に
も
余
り
な
い
か
ら
紛
失
な
ど
し

な
い

よ
う

に
と
い
う
注

意
書
き
ま
で
し
て
あ
る

こ
と
も

あ
っ
た
。

然

し
、
送
ら
れ
た
本
は
多
く
和
書

で
あ
っ
た
か
ら
、
索
引

の
つ
い
た
当
今

の

活
版
本

に
比
べ
る
と
、
ど
う
し
て
も
読

み
づ
ら
く
、
ま

た
取
扱

い
に
不
便
で
も

あ
り

、
迂
遠
な
感
じ
さ

え
し
て
最
初
は
か
な
り
取
り

つ
き

に
く
い
も

の
で
あ

っ

た
。
そ
れ
で
活
版
本
は
無

い
の
か
な
ど
と
愚
か
な
問
い
合
わ
せ
を
す
る
と

、
生

憎
そ
う

い
う
も

の
は
家
に
は

な
い
、

こ
れ
で
辛
抱
せ
よ
、
活
版
本
は
研
究
室

の

も

の
で
間

に
会
う
で
は
な
い
か
と
い
う

よ
う
な
返
事
が

あ
っ
た
。
仕
方
が

な
い

の
で
我
慢
を
し
な
が
ら
勉
強
し
た
が
、
然
し

こ
れ
が
わ
た
く
し
に
の
ち
の
ち
ま

で
大
変

な
薬

に
な

っ
た
こ
と
を

つ
く
づ
く
と
感
じ
る
。

と
も
か
く
父

の
蒐

集
は
和
本
を
主
体
と
し
、
と
り

わ
け
古
本
を
愛

し
た
。
教

壇
で
も

そ
の
通
り
で
、
聴
講
者

に
は
新

し
い

活
版
本

の
テ
キ
ス
ト

を

持

た
せ

て
も

、
自
分

で
は
古
版
本
な
ど
に
朱
注
を
入

れ
た
も
の
を
多
く
用

い
て
い
た
。

父

が

夜

遅

く
ま
で
源
氏
物
語
な
ど
の
下
調

べ
を
し
て
、

一
種

の
節

を

つ
け
な



.が
ら
青
表
紙
本

を
読

み
上
げ
る
声

を
、
隣
室
で
夢
う

つ
つ
の
中

に
聴
い
て
い
た

幼
い
思
い
出
も
懐
し

い
。

厘
岡

へ
移

っ
て
か
ら
、
古
本
の
良

い
も

の
が
見
当
ら
な
い
こ
と
を
か

こ
ち
、

(
1

)

「
京
の
昼
寝
に
も
劣
る
田
舎

の
学
問
」
な
ど
と
も

こ
ぼ
し
て
は
い
る
が
、
そ
れ

は
そ
れ
な
り

に
思
わ
ぬ
掘
り
出
し
物
も
な

い
わ
け
で
は
な
か

っ

た

よ

う

だ
。

戦
前

の
福
岡
の
橋

口
町
は
旅
館
と
古
本
店

の
町
並

み
で
あ

っ
た
が
、
懇
意
で
あ

っ
た
そ
こ
の
K
書
店
や
M
書
店
な
ど
に
は

、
わ
た
く
し
も
し
ば
し
ば
父

の
お
伴

を
し
て
立
ち
寄
り

、
店

の
主
人
か
ら
お
茶

の
ご
馳
走

に
な

っ
た
り
し
た
。
.種

麿

言

道
、
望

東

、
益

軒

、
な
ど

土
地

の
学
者

の
書
画
や
、
方
言

の
資
料
な
ど
も

そ

の
頃

に
集
め
た
よ
う
で
あ
る
。
晩
年
は
吉
利
支
丹
関
係

に
蒐

集
が
移
り
、
聖

へ
3

>

書

の
古
い
和

訳
本
や
各
国
語
訳
、
伊
曽
保

、
天
路
歴
程
、
公
教
要

理
等

の
古
本

の
類
は
、
そ
の
方

面
の
骨
董
と
共

に
、
相

当
の
数

に
の
ぼ

っ
て
、
こ
の
分
で
は

基
督
教

に
改
宗
す
る
の
で
は
な
い
か
と
傍
の
者
が
変

に
気
を
も

む

程

で

あ

っ

た
。
然

し
そ
れ
は

、
ど

こ
ま
で
も
言
語
研
究

の
資
料
蒐
集

と
し
て
は
じ
め
た
も

の
で
、
信

仰
と
は
別
で
あ

っ
た
。

わ
た
く
し
と

の
古
本
屋
廻
り

は
、
必
ず
し
も
福
岡

だ
け
で
は
な
か

っ
た
。
晩

年

上
京

の
機

会
が
多
く
な
り

、
わ
た
く
し
も
学
会
そ
の
他

の
用
件

を
見

つ
け
て

は
よ
く
同
道
し
た
が
、

一
つ
に
は
旅
次

の
雑
用
に
任

じ
た
り
、
ま
た
保
安

の
役

目
も
兼

ね
て
い
た
。
東
京
で
の
予
定

の
用
件
が
終
り

、
汽
車

の
発
車

ま
で
時
間

の
あ
る
と
き
に
は

、
よ
く
神

田
を

ひ
や
か
そ
う
と
わ
た
く

し
を
誘

っ
た
。
都
電

を
神
保
町
で
捨

て
て
、
ま
ず

I
書
店
あ
た
り
か
ら
始

ま

っ
て
、
九
段

の
方

へ
古

書
店
を
軒
並
み
に
漁

っ
て
ゆ
く
の
で
あ
る

。
と
い

っ
て
別

に
買
お
う
と
い
う

の

で
は

な
い
。
反
対
に
わ
た
く
し
が
何
か
買

い
た

い
そ
ぶ
り

で
も
し
よ
う
も

の
な

ら

、
妙
な
も

の
は
買
う

な
よ
と
い
う
よ
う
な

こ
と
さ
え
も

い
っ
た
。
そ
れ
で
い

て
結
構
楽
し
そ
う

で
、
ご
機
嫌

は
よ
か

っ
た
。
力
段
坂

の
近
く
の
S
書
店

あ
た

り

か
ら
同
う
側

へ
移
り
、

こ
ん
ど
は
反
対
に
G
書
店

の
方

へ
更

に

一
軒

一
軒
棚

を
見

て
ゆ
く
。
中
に
は
父

の
顔
を
覚

え
て
い
て
、
「
九
州

は
台
風
が
あ
っ
た
そ
う

で
」
な
ど
と
挨
拶

す
る
店
主
も
四
五
人
は

い
る
の
で
あ
っ
た
。
再
び
神
保
町

の

交
叉
点

へ
も
ど

っ
て
来

て
、
や
れ
や
れ
こ
れ
で
終

っ
た
か
と
思

っ
て
い
る
と

、

今
度
は
三
崎
町

の
方

へ
曲
が

っ
て
行
く

で
は
な
い

か
。
こ
れ
で
は
お
伴

の

方

が
足
腰
が
痛
く
な

っ
て
い
ざ
さ
か

へ
こ
た
れ
気
味

に
な
っ
て
し
ま
う

。
そ
ん
な

精
力
的
な
古
本
屋

廻
り
も

、
N
書
房

あ
た
り
で
主
人

と
二
三

こ
と
ば
を
交
わ
し

て
や

つ
と
終
り
に
な
り

、
水
道
橋

か
ら
国
電

に
乗

っ
て
東
京
駅

へ
駆

け

つ
け
る

と
い
う
よ
う
な
具
合

い
で
あ

っ
た
。

古
本

の
蒐
集
と
い
う

こ
と
は
必
ず
し
も
読
書
を
意
味

す
る
も

の
で
は
な
く

、

事

実
父
も
そ
う
多
読

、
速
読

の
方
で
は
な
か
っ
た
の
で
、
買
入
れ
た
本
が

そ
の

ま
ま
積

ん
で
お
か
れ
る
場
合
も
少
く
な
く
て
、
特

に
戦
争

の
期
間

を
経

て
、
蒙

の
住
家
と
な
っ
て
し
ま

っ
た
も

の
も
多
い
。
ま

た
そ
の
中
に
は
骨
董
的
価
値

に

お

い
て
と
り

あ

つ
か
わ
れ
る
も

の
も
あ

っ
た
が

、
と
に
か
く
奇
蹟
的
に
戦

災
を

免
か
れ
て
、
家

と
本
と
が
そ

っ
く
り
そ
の
ま
ゝ
残

っ
た
と
い
う

こ
と
は
幸
福

な

こ
と
で
あ
っ
た
し
、
わ
た
く

し
を
し
て
復
員
後
再
度
志
を
変

え
る
こ
と
な
く
、

こ
の
方

面
の
学
問

に
向
わ
せ
る

一
つ
の
動
…機
に
も

な
っ
た
。

父

の
病
が
い
よ
い
よ
改
ま

っ
た
時
、
何
と
か
し
て
平

静
な
環
境

の
中
に
、
そ

の
本
に
囲
ま

れ
て
終
を
全
う

さ
せ
た
い
と
い
う

の
が
わ
た
く
し
共
家

族
の
念
願

で
あ

っ
た
が

、
幸

い
に
入
院

し
な
い
で

も
よ
い
と

医
師
か
ら
い
わ
れ
た
時

は
、

当
人
も

わ
た
く
し
共
も

ほ

つ
と
し
た
。
そ
し
て
最
期
の
四
五
日
前

ま
で
庭
の
草

木
を
愛

し
、
書
斉
で
読

み
書
き
に
余
念
が
な
か

っ
た
と

い
う

こ
と
も

、
ま
ず

も

っ
て
父
ら
し
い
終
り
方
で
あ

っ
た
と

い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。



註
(
1

)

(
2

)

(
3
)

古
訓
漫
談

(文
学
研
究

2
、
国
語

叢
考

六
四
P
)

青
柳
種
信

の
事

ど
も

(
能
古
、
昭
和

五
年

一
月
青

霧

集

所

収

)
等
。

小
学
方
言
講

義
よ
り

(
文
学
研
究

4
)

源
氏
物
語

の
俗
訳
本

(
交
芸
と
思

想
十
八
号
)

「
八
五
〇
年
和
訳

の
馬
太
伝

(交
学
研
究

36
)
聖
書
和

訳

の

「
資

料

(
西
南
学
院
編
集

1
)

冗
漫
な
前
置

き
と
な
っ
て
し
ま

っ
た
が

、
こ
こ
で
父
の
集
め
た
書
物
か
ら
わ

(
1

)

た
く
し
が
少

し
ば
か
り
恩
恵
を
受
け
た
こ
と
を
述
べ
て
見

よ
う
。

標
題

の

「
碓
氷

の
坂
を
越

え
し
だ
に
」
と
は
万
葉

集
巻

二
十

・
四
四
〇
七
番

の
天
平
勝
宝
七
歳

乙
未

二
月
相
替
遺
筑
紫
諸
国
防
人
等
歌

の
中
で
他

(
池
)
田

部
子
磐
前

と
い
ふ
者

の
作
で
あ
る
と
い
う
。

比
奈
久
母
理
宇
須
比
乃
佐
加
乎
古
延
志
太
爾
伊
毛
賀

古
比
之
久
和
須
良
延

奴
可
母

と
あ
る
も

の
の
第

二
第
三
句
に
当

た
る
個
所

で
あ
る
。
こ
こ
の
解
釈
に

つ
い

て
は
、
去
る
昭
和
三
十
年
雑
誌

「
万
葉
」
第
十
七
号

(
解
釈
特
輯
号
)
に
拙
論

を
述
べ
た
こ
と
が
あ
る
。
い
ま
そ
の
要

旨
を
左

に
掲
げ
る
。

こ
の
と
こ
ろ

の
解
釈
は
、
従
来
ダ

ニ
を
副
助
詞
と
見

て

「
越

え

た

だ

け
で

あ
る
の
に
」
と

い
う
意
味
に
と

っ
て

い
る
。
こ
れ
は
旧
註
も
現
代
語
訳

の
場
合

も

皆
同
じ
で
あ

っ
て

「
越

え
し
」

の
シ
は
過
去
の
助
動
詞
キ
の
連
体
形
で
あ

っ

て
、
そ
れ
に
副
助
詞
ダ

ニ
が
接
続
し

た
形
と
見

て
い
る
。
然
し
こ
の
接
続
形
態

が

上
代

に
存
し
た
か
ど
う
か
と
い
う

こ
と
に
は
多
少
疑
問
が
あ
る
の
で
あ

っ
て

そ

の
理
由
を
挙
げ

れ
ば
次
の
よ
う

に
な
る
。

１
上
代

の
副
助
詞
ダ

ニ

ー
ス
ラ

ー
サ

へ
は
体
言

を
直
接

に
承
け
た
例
が

一

番
多

い
。

円
つ

一
つ
の
例

に
つ
い
て
は
、

こ
こ
で
は
省
略
す
る
が
、

加
久
太
爾
母
宣
賜
爾
波
伊
布
加
志
美
意
保

々
志
念
牟
加

(
孝
謙
天
平

勝
宝
力
年

三
月
二
十
五
日
宣
命
　

正
倉
院
文
書

)

は

カ
ク
と
い
う
副
詞
に

つ
い
た
例
で
あ
る
。
然
し
加
久
能
状
聞
食
(
二
七
詔
)
や

山
吹

の
花

の
盛
り
に
可
久
乃
其
等
き
み
を
見
ま
く
は
千
歳

に
も
が
も

(
二

十

・
四
三
〇
四
)

に
見

え
る

カ
ク

ノ
お
よ
び

カ
ク

ノ
ゴ
ト
の
様

に
格
助
詞

ノ
を
と
り
う
る
と
い
う

こ
と
は
、
早
く
体
言
と
等
価
値

の
も

の
と

な
っ
て
い
た
と
考
え
て
よ
い
。

乞

上
代

の
副
助
詞
ダ

ニ
・
ス
ラ

・
サ

へ
は
接
続

助
詞

テ
を
介

し
て
体
言

に

接
続

し
た
例
が
多
い
。

こ
れ
も

一
つ

一
っ
の
用
例
は
省
略
す
る
が
、
接
続
助
詞

テ
に

つ
い
た
形
は
特

色

が
あ
る
か
ら
少

し
述
べ
て
見

よ
う
。

吾

が
背
児
が
見
ら
む
佐
保
道

の
青
柳
を
手

折

而

谷

裳

(
タ

ヲ
リ

テ
ダ

ニ

モ
)
見
む

よ
し
も
が
も

(
八

・

一
四
三
二
)

た
な
霧
ら

ひ
雪
も

降
ら

ぬ
か
梅
の
花
開

か
ぬ
が
代

に
曽

倍
而
谷
将
見

(
ソ

ヘ
テ
ダ

ニ
ミ

ム
)

(八

・

一
六
四
二
)

い
ず

れ
も
、
動
詞
の
連
用
形

に
接
続
助
詞
テ
が

つ
い
て
、
さ
ら
に
そ
れ
が
ダ

ニ
に

連

な
る
形

で
あ
る

こ
と
は

い
う
章
で
も

な
い
。

こ
の
様
な
接
続
形
態
は

ス
ラ
の

場
合

に
も
起

こ
り
得
た
。

夢

の
み
に
見
尚
幾

許

(
ミ
テ
ス
ラ

コ
コ
ダ
)
恋

ふ
る
吾

は
窯

に
見
て
は
ま



し
て
い
か
に
あ
ら
む

(
十

一
・
ご
五
五
三
)

し
か
し
、
こ
の
ミ
ス
テ
ラ
は

「
見
尚
辱
と
い
う
字
面

の
上
か
ら
は
新
考

の
ご
と

く

ミ
ル
ス
ラ
と
も
訓
め
、
現
に
古
典
文
学
大
系
万
葉
集

爲
で
は

見

る
す
ら
　

見
る
だ
け
で
も
。

ス
ラ
は
接
助
詞

ヲ

・
二
を
承

け
る
も

の
も

あ
る
が
、
大
部
分

は
直
接

に
名
詞
を
う
け
て
い
る
。
従

っ
て
、
用
言

な
ら
ば

連
体
形

を
う
け
る
も
の
と
認
め
(
見

ル
ス
ラ
と
訓
む

(
一
九
八
P
)

と

あ
る
。

こ
の
よ
う
な
考
え
方
で
は
、
連
体

形
を
ダ

ニ
・

ス
ラ

・
サ

へ
に

つ
け

る
と
い
う

こ
と
も
或
い
は
可
能

で
あ
る
か
も

し
れ
な
い
。
さ
れ
ば

、
古
典
文

学

大
系
で
は
、

「
碓
氷

の
坂
を
越
え
し
だ

に
」
を
通
説

の
ご
と
く

越

え
し
だ

に
　

ダ

ニ
は
ダ
ケ
デ
の
意
。

と
頭
注

を
付
し

て
お
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
沢
潟
久
孝
博
士
の
注
釈

に
よ
れ
ば
、

「
見
尚
幾
許

」

の

個

所

に

つ
い
て
、
上

記

古
典
文
学
大

系

の
頭
注
を
引

い
て
、

次

の
様

に

述

べ

て

あ

る
。「

だ
に
」
も

二
・
ヲ
と
直
接
名
詞
を
受
け
る
場
合
が
多
い
が
、

「
手
折
而
谷

裳

」

(
八

・

↓
四
三
ご
)
の
如
き
例
も
あ
る
の
だ
か
ら
、

「
す
ら
」
も

「
見

て
」
を
受

け
た
も

の
が
あ

っ
た
と
見

て
よ
い
。
む

し
ろ

「
見
」

一
字

に
対
し

て
、

「
て
」
を
訓

み
添

へ
る
よ
り

、
ミ
ル
と
見
た
方
が
合
理
的
だ
と
老

へ
ら

れ
た
か
ら
だ
と
見

た
方
が
よ
い
か
と
も
思

ふ
が
、
こ
こ
は
観
念
的

な
見
る
事

で
は
な
く
て
、
見

た
事
実
と
見

る
方
が
適
切
な
の
で
あ
る
か
ら
、
次

の

「
対

面
者
」
と
共

に
ミ
テ

ス
ラ
と
い
ふ
旧
訓

に
よ
る
べ
き
だ
と
老

へ
る
。

こ
れ
は
、
活
用
言

の
連
体
形
に
副
助
詞
ダ

ニ
・
ス
ラ

・
サ

へ
を
接
続

さ
せ
る
説

に
対
し
て
や

ゝ
消

極
的

で
は
あ
る
が
、
結
果
的

に
は
そ
れ
を
否
定
し
て
お
ら
れ

る
こ
と
に
な
る
。

か
く
し
て

い
よ
い
よ
副
助
詞
ダ

ニ
・
ス
ラ

・
サ

へ
の
連
体
形

に
接
続

し
た
例

.

は
他

に
な
い
こ
と
に
な
る

の
で
あ

っ
て

「
碓
氷

の
坂

を
越

え
し
だ

に
」
の
ダ

ニ

の
み
が
通
説

に
よ
れ
ば
、
連
体
形

、
そ
れ
も

過

去

の

助

動
詞

キ
の
連
体
形
承

接
の
例
と
し
て
残
る
わ
け
で
あ
る
。
し
か
も

そ
れ
が
素
朴

な
防
人
歌

の
中

に
の

み
存
在
す
る
と
い
う
こ
と

に

一
層

の
不
自
然
な
感

じ
を
覆
う
こ
と

が

で

き

な

い
。最

後

に
こ
の
歌

に
は
、

比
能
具
礼
爾

(
日
の
暮

れ
に
)
碓
氷

の
山
を
古
由
流

日
波
(
越
ゆ
る
日
は
)

背

な
の
が
袖
も

さ
や

に
振

ら
し

つ

(
十
四

・
三

四
〇

ご
)

と
い
う
類
似
の
東
歌
が

あ
っ
て
、
子
盤
前

の
妻
の
作

と
ま

で
付
会
さ
れ
た
も

の

で
あ
る
が
、
「
越
え
し
だ
に
」
と

「
越

ゆ
る

日
」
と
の
関
係
、
「
ひ
な
く
も
り
」

と

「
ひ
の
く
れ
に
」
と

の
枕
詞
的
修
辞

の
対
応
等
を
老
慮

に
入
れ
た
場
合

、
ダ

ニ
を
副
助
詞
と
認
め
る
こ
と

に
や

ゝ
無

理
を
感
じ
る
の
は
わ
た
く
し
ば
か
り
で
.

は
あ
る
ま

い
と
思
う
。

`

駈
(1
)
以
下

に
述
べ
る
こ
と

の
概
略
は
昭
和
三
十
五
年
十

一
月
熊
本
に
お
け
る

西
日
本
国
語
国
文
学
会
に
お

い
て

「
中
島
広
足
の
国
語
学
」
と
題
し
て

講
演
し
た
拙
論
の
中

に
触
れ
た
。

さ
て
、
わ

た
く
し
は

「
碓
氷

の
坂
を
越

え
し
だ

に
」
を
右
に
述

べ
た
よ
う
な

諸
理
由
、
殊

に
類
歌
と
の
関
係

に
お

い
て

「
碓
氷

の
坂

を
越

え
時
(
シ
ダ
)
に
」



の
意
味
に
と

っ
て
鼠
混
。
幸

い
時
の
意
味

を
あ
ら
わ
す
シ
ダ
と
い
う

一
種

の
形

式
名
詞
は
、
東
歌

に
多
く
見
ら
れ
る
所

で
あ
る
し

、
こ
う
見
れ
ば
、
既
述

の
ダ

ニ
の
接
続

の
問

題
も
起
ら
ず

、
歌
意
も
極
め
て
平
明

に
な

っ
て
く
る
か
ら
で
あ

る
。
即
ち

(
ひ
な
く
も
り

)
碓
氷

の
坂
を
薄
曇
り

の
う
ち
に
越

え
る
時

に
、
私
は
家

の

妻
が
恋
い
し
く

て
忘
れ
ら
れ
な
い
。

と
し
て
見

た
の
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
、
こ
の
解
釈

の
由
来
は
何

に
よ
る
の
で
あ
る
か
、
そ
れ
は
既
述
し

た
よ
う
に
、
大

口
本
国
語
辞
典

(
大
正
四
年
-
同
八
年

)
お
よ
び
大
言
海

(
昭

和
八
年
ー
同
十
二
年

)
に
お
け
る

「
し
だ

(
時
)
」
の
項

を
見
る
に
及

ん

で

、

そ
の
所

に

「
碓
氷
の
坂

を
越
え
し
だ
に
」

の
引
用
に
接

し
た
か
ら
で
あ
っ
た
。

即
ち
わ
た
く
し
は
辞
書

の
説
に
啓
発

さ
れ
て

、
こ
の
様
な
解
釈
を
試

み
た
の
で

あ

っ
た
。
と
こ
ろ
が

、
そ

の
よ
う

な
辞
書

の
説

が
余
り

に
孤
立
的
で
あ
っ
て
、

そ
の
淵
源
を
ど

こ
に
持

っ
て
い
っ
て
よ
い
の
か
が
問
題
と
な
っ
て
残
さ
れ
て
い

た

の
で
あ
る
。

そ
こ
で

、
現
代

語
訳

に
お
い
て
右
の
辞
書

に
引
く
よ
う
な
説
と
合
致
す
る
解

釈
が
あ
り
は
せ
ぬ
か
と
も
う

一
度
調
査
し
て
み
た
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
も
既
に

折

口
信
夫
博
士
が
口
訳
万
葉
集
の
中
で
示

し
て
お
ら
れ
る
こ
と
を
知

っ
て
、
不

明
を
恥
じ
た
の
で
あ
る
。
念

の
為

、

「
口
訳
」
に
示
さ
れ
た
解
を
引
用

す
れ
ば

左

の
通
り
で
あ
る
。

日
な
曇
碓
氷

ノ
坂

を
越

え
時

に
(
妹
が
恋
し
く
恋
ら
え
ぬ
か
も

右

↓
首

池

田
部

ノ
子
磐
前

二
刀

二
十
三
日
、
下
野

ノ
国

ノ
防
人
部
領
使
大
目
正

六
位
下
上

ツ
毛
野

ノ
君

駿
河

の
進

っ
た
歌
十
ご
首

の
中

、
但
拙
劣

な
歌
は
捨
て
た
。

(
以
上
上
段
)

(
藪
を
通
れ
ば

、
愈
故
郷
が
見

え
な
く
な
る
。
)
碓
氷

の
峠
を
越

え
る
際
に

い
と
し
い
人
が
恋
し
く
な

っ
て
、
忘
れ
よ
う

に
も
忘
れ
か
ね
て

ゐ

る

こ

と

だ
。

(以
上
下
段
)

(傍
線
は
筆
者
補
入

)

と
あ
る
。
こ
こ
で
問
題
が
ま
た
お

こ
る
。
そ
の

一
は
、

「
口
訳
」

の
解
釈

は
い

か
に
も
無

雑
作

に
述

べ
ら
れ
て
い
る
が

、
果

し
て
折
口
博
士
の
創
案

に
な
る
も

の
か
ど
う
か
。
ま
た
前

記
諸
辞
書

の
説
と
の
関
係
は
ど
う
か
。
と
い
う

こ
と
で

あ
り
、
そ
の
二
は
、
何
故
に

こ
の
解
釈

が
後

の
口
語
訳
に
よ
る
諸
注
釈
書

の
間

に
問
題
と
な
ら
な
か

っ
た
か
と
い
う

こ
と
で
あ

っ
た
。
思
う

に
口
訳
万
葉
集

は

大

正
五
年

の
刊
行

で
あ
り

、
前

記

二
辞
書

は
い
ず

れ
も

そ
れ
よ
り
も
後

の
刊
行

で
あ
る
。
但
し
大
言
海

の
前

身

「
言
海

」
は
明
治

三
十

一
年

の
刊
行

で
、
口
訳

よ
り
は
早
く
、
し
か
も

「
し
だ
(時
)
」

の
項
に
.「
碓
氷

の
坂
を
越
え
し
だ
に
」

の
用
例
が
挙

っ
て
い
る
か
ら

「
口
訳

」
よ
り
以
前

に
こ
の
説
が
辞
書

上
に
の
ぼ

つ
て
い
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

と

こ
ろ
が
、
こ
の
解
釈

の
系
統
が
は
か
ら
ず
も

、
父
の
蔵
書

を
見
る
に
及

ん
で

お
ぼ
ろ
げ
な
が
ら
明
ら
か
に
な
っ
た
。
そ
れ
は
架
蔵

の

「
長
崎

、
青
木

永
章
校

合
、
中
島
広
足
書
入
本
万
葉
集
」
を
見

る
こ
と
に
お
い
て
、
そ

の
シ
ダ

(時

)

説

が
広
足

か
ら
で

て
い
る
と

い
う

こ
と
を
知

っ
た
か
ら
で
あ
る
。

こ
れ
は
寛
永

版

本

へ
の
書

き
入

れ
で
あ

っ
て
、
第

↓
、
二
、
十

一
、
十
二
、
の
四
巻
を
欠
く

十
六
巻
の
零
本

で
あ
る
が

、
そ
の
奥
書
は
各
巻
末

に

つ
け
ら
れ
て
あ
る
。
こ
ζ

で
は

こ
十
巻

の
最
後
に

つ
け
ら
れ
た
も
の
を

一
往
掲
げ
る
と
次

の

よ

う

で

あ

る
。右

万
葉
集

二
十
巻
以
景
山
屈
先
生
家
蔵
本
校
正
之
。
至
如
冠
註
勇
註
亦
皆
拠



'

其
本
巳
。
此
本
也
先
生
所
自
校
正
蓋
以
契
沖
先
師
代
匠
記
為
拠
。
如
其
称
師

云
則
今
井
似
閑
翁
之
説
也
。
翁
亦
契
沖
門
人
也
。
先
生
与
似
閑
之
門
人
樋
口

老
人
宗
武
友
善
。
是
故
先
生
以
其
本
校
正
訓
点
冠
註
之
。
則
実
契
沖
伝
説
之

義
不
待
代
匠
記
而
明
焉
者
也
。
故
予
深
崇
信
之
以
余
力
写
之
蔵
巾
箱
笥
為
秘

珍
　
。
後
之
閲
者
勿
忽
諸
爾
。

宝
暦
七
年
丁
丑
五
月
九
卒
業
千
平
安
室
坊
寓
居

神
風
伊
勢
意
須
比
飯
高
舜
庵
本
居
宣
長
謹

右
万
葉
集
ご
十
巻
諸
説
以
本
居
先
生
校
正
本
写
之

従
寛
政
三
年
辛
亥
十
月
廿
八
日
凝
筆
干
勢
州
松
坂
寓
居
遣
同
年
十
有
二
月
念

八
日
卒
業

帆
足
下
総
清
原
惟
香

右
以
帆
足
惟
香
携
来
之
写
本
校
之
了

寛
政
七
年
九
月
八
日
卒
業

長
瀬

真
幸

寛
政
六
年
二
月
廿
六
日
朝
江
門
以
橘
千
蔭
翁
校
本
之
認
如
称
元
暦
本
者
伊
勢

松
坂
冨
山
氏
所
蔵
元
暦
元
年
所
校
之
古
本
而
千
蔭
翁
嘗
以
彼
本
所
校
合
也
。

今
乞
右
校
本
同
校
之
畢

長
背

真
幸

文
化
十
五
年
四
月
廿
七
日
以
右
校
本
校
之
畢

中
島

春
臣

文
政
十
二
年
九
月
十
七
日
以
暑
解
校
合
墨
・

広

足

と
あ

っ
て
、
寛
政

六
年

二
月
廿
六

日
の
長
背
真
幸

の
識
語
と
文
政
十

二
年
九
月

十
七

日
の
広
足
の
識
語
は
朱
書
で
あ
る
。
青
木
永
章
は
長
崎
諏
訪
神
社

の
大
宮

司

で
あ
り

、
真
幸

と
共

に
中
島
広
足
と
親
交

の
あ

っ
た
長
崎

の
国
学
者
グ

ル
ー

プ
で
、
現

に
巻
三
、
巻
七

、
巻
十

、
巻
十
三

、
巻
十
四

に
は
広

足
の
後

に
朱

で

校

合

の
識
語
を
入
れ
て
あ
る
。
ま
た
同
じ
仲
間

の
船
曳
大

滋
も
巻
十
六

に
天
保

十
年

の
識
語

を
入

れ
て
い
る
。
以
上

の
こ
と
か
ら
、
こ
の
校
合
本
万
葉
集
は
、最

初
本
居
宣
長

の
校
訂
書
き
入
れ
本

に
始
り
、
帆
足
惟
香

、
長
瀬
真
幸
等

の
門
弟

の
手
を
経

て
、
中
島
広
足

に
伝

わ
り

、
そ
れ
ぞ
れ
長

崎
に
お
け
る
国
学
者
の
校

β
2

)

.

合
が
入

っ
た
も

の
に
な
っ
た
な

っ
た
こ
と
と
な
る

で
あ
ろ
う
。
な
お
こ
の
書
写

の
順
序

に

つ
い
て
は

、
今
後
更

に
解
明
す
べ
き
問

題
も

二
三
残
さ
れ
て
い
る
。

と
も
か
く

こ
こ
で
広
足
の
書

き
入

れ
及
び
自
説
の
開
陳
が
見
ら
れ
る
こ
と
は
、

万
葉
集
広
足
説

を
摘
出
す
る
上
に
非
常

に
好
都
合

で
あ
る
。

と

こ
ろ
で
問

題
の
歌
は
第
二
十
巻
三
十
六
丁
表

に
あ
り

、
上
欄

に
朱
筆
で

、

「
巻
十
四
ひ
の
く
れ

に
う
す
ひ
の
山
と
も

つ
ゝ
け
た
り
。
速
子
碓

日
坂
和
名

上

野
碓
氷
郡
」
と
記
し
た
後

春
臣
按

古
延
志
太
爾

ノ
志
太

ハ
時

ト
云
意

ニ
テ

コ
エ
シ
時

二
也
。
西
国

ノ
方

言

二
今

モ
云
事

二
一フ
吾
肥
後

の
俗

ニ
イ
キ
シ
ナ
カ

ヘ
リ
シ
ナ
ト
云
此
シ
ナ
モ

時
ト
同
シ
ク
行
時
帰
時

ノ
意
ナ
リ
。
十
四

ノ
ご
十
二
丁

ト
ホ
シ
ト

フ
コ
ナ
ノ

シ
ラ
ネ

ニ
ア
ホ
思
太

モ
ア

ハ
ノ

へ
思
太

モ
ナ

ニ
コ
ソ
サ

レ
此
思
太

モ
同
ジ
又

サ

マ
ト
云
言

ニ
モ
ア
タ

レ
リ

コ
エ
シ
ダ

コ
エ
サ

マ
也

。

と
あ

っ
て
、

「
越

え
時

(
し
だ
)
」

の
源
泉
が

こ
こ
に
あ
る

こ
と
を
知
る

の

で

あ
る
。
恐
ら
く
こ
れ
は
文
政
十
二
年

(年
三
十
八

)
の
略
解
校
合

の
際
の
書

き

入

れ
と
見
る
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
か
ら
、
名
前

も
春
臣

か
ら
広
足

へ
の
過
渡
期

に
あ
た
る
。

こ
の
頃
し
ば
し
ば
長
崎
熊
本
江
戸
を
往

来
し
て
活
動
し
て
い
た
。

そ
こ
で
次

の
問
題
は
何
故

に
こ
の
説

が
辞
書

の
中

に
取
り
入

れ
ら
れ
で
後
世

に
伝

わ
っ
た
か
と
い
う

こ
と
で
あ
る

。
ま
た
口
訳
万
葉
と

の
関
係
は
ど
う
か
と

い
う

こ
と
も
問

題
に
な
る
。
然
し
こ
れ
は
比
較
的
明
快
な
答
が
で

る

の

で

あ

る
。

つ
ま
り
後
世
明
治
以
後

の
辞
書
編
纂

に
大
き
な
便
益
を
も
た
ら
し

た
石
川

稚
望

の
雅
言

集
覧

に
思
い
を
い
た
す
と
き

、
そ
の
増
補
が
広
足
に
よ
っ
て
な
さ

O



れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
今
明
治
三
十
年

刊
の
増
補
雅
言
集
覧
の

「
し
だ
」

の
項

を
引

い
て
み
る
と

、

「
志
た
」

の
次

に

「
補

(志
だ
)
」
と
あ

っ
て
、

(万
)
廿

ノ
珊
六

「
ひ
な
ぐ
も
り
う
す
ひ
の
さ
か
を
こ
え
志
太
爾

い
も
が

こ
ひ

し
く
わ
す
ら
え

ぬ
か
も

(
同
)
十

四
ノ
廿

二

「
と
ほ
し
と
ふ
こ
な
の
し
ら
ね
に
あ
ほ
思
太
も

あ
は

の

へ

思
太
も

な
に
こ
そ
よ
さ
れ

(
同
)
廿

ノ
廿
六

「
あ
が
も

て
の
わ
す
れ
も
之
太
波

つ
く
ば
ね
を
ふ
り
さ
け
見

つ
ゝ
い
も
は
し

ぬ
ば
ね

(
同
)
十

四
ノ
升

「
人

の
子
の
か
な
し
け
之
太
は
は
ま

す
ど
り
あ
な
ゆ
む

こ
ま

の
を
し

け
く
も
な
し

○
此
詞

み
な
時
と

い
ふ

こ
と
ゝ
聞
ゆ
る
よ
し
太
平

い

へ
り
今
も
肥
後

に
て
行
U

な
帰
し
な
な
ど
い
ふ
し
な
は
此
思
太

の
転
じ
た
る
な
り
。

と
あ
る
。
し
て
み
れ
ば
、
広

足
の

「
し
だ

(時
)
」
説
は
本
居
大
平

に
啓

発

さ

れ
た
も

の
か
も
し
れ
な
い
が
、

「
越
え

シ
ダ
」

の
説
は
多
分

広
足
自

か
ら

の
も

の
で
あ
ろ
う
。

広

足
が
雅
言
集
覧

に
増
補

を
行

っ
た
の
は
、
恐
ら
く

「
雅
言
類
聚

」
な
ど
を

も

・.G
に
嘉
永

・
安
政

の
交

に
逐
次

、
補

っ
て
い
っ
た
も

の
で
あ
ろ
う
か
ら

、
か

の

「
詞

の
八
筒

補
遺

」
や

「
玉
霰
窓
の
小
篠

」
な
ど

の
著
書

の
完
成

と
相
ま

っ

て
、
そ
れ
ら

の
副
産
物
と
し
て
で
き
た
も

の
で
あ
ろ
う
。
と
も
あ
れ
こ
こ
ま
で

く

れ
ば
も
早
説
明
は
不
用
で
あ
る
。
明
治

三
十

一
年
刊

(
明
治

十
七
年
成
稿
)

の

「
言
海
」
は
早
速

「
し
だ

(時
)
」

の
語
を
掲

げ
て
、

時

ノ
意

ニ
テ
、
今
行
キ
し
な
帰
り
し
な
起
キ
し
な
ナ
ド
イ
フ
し
な

コ
レ
ナ
リ

シ
ラ
ネ

ア
ハ

ト
云
。

「
ト
ホ
シ
ト

フ
コ
ナ
ノ
白
嶺

二
逢
思
太

モ
、
逢

ノ

へ
思

太

モ
、

汝

鴨

ニ
コ
ソ
寄
サ

レ
」
ヒ
ナ
グ

モ
リ
碓
氷

ノ
坂

ヲ
越

工
志
太

二
、
妹
ガ
恋

シ
ク
、

忘

ラ

エ
ヌ
カ
モ
」

と
あ
り

、
こ
の
系
統

に
属
す
る
大
言
海

は
も
と
よ
り
大

日
本
国
語
辞
典

に
こ
の

用
例

が
そ
の
ま

ゝ
踏
用
さ
れ
た
の
は
自
然
で
あ
ろ
う
。
恐
ら
く
折

口
博
士
の
口

訳

の
解
釈

も
こ
の
よ
う
な
語
例
か
ら

の
影
響
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
が
、
こ

の
説
が
後
の
万
葉
解
釈

に
殆
ど
と
り
入
れ
ら
れ
な
か

っ
た
点
だ
け
に
口
訳
万
葉

集

の
意
義
も

あ
る
と

い
う

べ
き
で
あ
ろ
う
。

註
(1
)
福
田
教
授
は
拙
老
を
原
始

国
語
に
お
け
る
連
用
形

の
連
体

的

機

能

の

一
つ
と
さ
れ
て

「
匂

え
を
と
め
、
栄

え
を
と
め
」

(
十
三

・
三
三
〇
九
)

の
例
と
揆
を

一
に
す
る
も
の
と
臭
ら
れ
た
。

(古
典
解
釈
と
文
法

・
一
万

葉
集

の
問
題
点
)

(2
)
中
島
広
足
書
入
万
葉
集

(万
葉
書
誌
学

二
五
〇

ペ
ー
ジ
)
と

い
う
本

が

在
る
が
、
未
詳
で
あ
る
。

補
説
は

一
往
終

っ
た
が
、
す

こ
し

つ
け
加

え
さ
せ
て
頂
く
な
ら
ば

、
こ
の
書

き
入
れ
校
合
本
万
葉
集

の
巻
末

に
父
の
付
箋
が
入

っ
て
い
て
墨
書

で

万
葉
集
十
六
巻

一
、
二
、
十

一
、
十
二
、
四
巻
敏

長
崎

青
木
永
章

校
合
本

此
本
昭
和
十
九
年

M
書
店

ヨ
リ
借
受

ケ
忘
却

シ
テ
同
三
十

一
年

九
月
架
中

二

見
出

シ
価

ヲ
払

ヒ
テ
家
蔵

ト

ス
ル
モ
ノ
也
　



と
あ
る
。
終
戦
前

本
屋
か
ら
借
覧
し
て
十
ご
年
間
そ
の
ま
ま
書
架

の
中
に
ね
か

し

て
あ
っ
た

の
を
、
や

っ
と
気
付
い
て
代
金

を
払

っ
た
と
い
う

の

で

あ

る

か

ら

、
お
互
に
呑
気
な
話
で
あ
る
が
、
売
買

の
間

の
気
持
も
よ
く
わ

か

る

と

思

,つ
。と

も
あ
れ

「
碓
氷

の
坂
」

に

つ
い
て
は
、
父

に
も
ま
た
懐

し
く

思

い
出

が

あ

っ
た
。
直
接
聞

い
た
こ
と
で
あ
る
が
、
彼
は
東
京
高
師
受
験

の
際
、
始

め
て

こ
こ
を
通

っ
て
上
京

し
た
の
で
あ
る
。
当
時
は
郷
里
の
方

へ
は
甲
武
鉄
道

(今

の
中
央
線
)
は
延
び
て
お
ら
ず

、
ま
た
前
任

の
小
学
校

は
小
諸

の
南
郊
で
あ
っ

た
か
ら

、
東
京

へ
出

る
に
は
す
べ
て
信
越
線

に
よ

っ
た
の
で
あ
る
。
小
諸

の
駅

頭

か
ら
教
え
児
た
ち
　

校
長
兼
訓
導

で
他

に
同
僚

の
先
生
は
い
な
か

っ
た
と

い
う
　

に
見
送
ら
れ
て
、
そ
れ
こ
そ
笈
を
負
う
て
花

の
都

へ
出
発
し
て
い
っ

た
の
で
あ

っ
た
。
浅
間

の
煙
を
左

に
、
最
近
廃
線
に
な
っ
た
が
、
開

通
後
間
も

な
い
ア
プ
ト
式
鉄
路

を
煤
姻

に
な
や
ま

さ
れ

な
が
ら
　

当
時
電
化
は
し
て
お

ら
ず

、
鉄
道
の
難
所

で
あ
り
事
故
も
多
か

っ
た
と

い
う
　

関
東

へ
下

っ
て
い

っ
た
の
で
あ

っ
た
。

履
歴
を
ご
覧

い
た
だ
け
ば
わ
か
る
よ
う
に
、
父
は
そ
の
生
涯

に
お
い
て
、
旧

制
新
制
を
と
り
ま
ぜ

て
、
あ
ら
ゆ
る
種
類

の
教

壇
に
立

っ
て
い

る

の

で

あ
っ

て
、
そ
れ
が

一
っ
の
自
慢
で
も
あ

っ
た
。
晩
年
は
そ
れ
ら

の
学
校

の

一
つ

一
つ

を
遍
歴
し
よ
う
と
い
う
志
を
た
て
て
い
た
。
然
し
上
京
や
帰
郷
の
機

会
は
あ
っ

て
も

、
寄

る
年

浪
と
共

に
実
行
が
次
第
に
臆
劫

に
な
り

、
と
う
と
う
碓
氷

の
坂

を
西

に
越
え
て

、
再

び
思

い
出

の
佐
久
の
地

に
足
を
運
ぶ
こ
と
は
な
か

っ
た
の

で

あ
っ
た
。
一

九
六
三
・
三
・
三
　

後

記

(御
挨
拶
)

亡
父
春

日
政
治

の
生
前
没
後
皆
様
か
ら
お
寄

せ
頂
き
ま
し
た

こ
好
誼
と
ご
厚

情

に
は
遺
族

の

一
人

と
し
て
感
謝

に
た
え
ま

せ
ん
。
と
り
わ
け
、

わ
た
く
し

共

は
父
を
通
し
て
常

に
皆
様
か
ら
の
限
り

な
く
温
い
ご
芳
志

に
浴
し
て
ま
い

り
ま
し
た

の
で

、
有
難

さ
が
ひ
と
し
お
身

に
染

み
て
感

じ
ら
れ
ま
す
。
こ
こ

に
本
誌
上
を
拝
借

い
た
し
ま
し
て
、
謹

ん
で
御
礼
を
申

し
上
げ
ま
す
。

昭
和
三
十
八
年

四
月

一
日
、
遺
愛

の
馬
酔
木
咲
く
故
人
誕
生

の
日

春

日

和

男


