
木

原

文
学
に
現
わ
れ
た
北
海
道
の
火
山

駒

ケ

岳

と

羊

蹄

山

直

彦

題
を
与
え
ら
れ

て
困
惑

し
た
。
た
し
か
に

〃
火
山
"

の
名
称
は
知

っ
て
い
る
が
、

さ

て
、
火
山
以
外

の
山

は
何

と
い
う

の
だ
ろ
う
、
と
思

っ
た
も

の
だ
。
恥

か
し

い
話

で
あ

る
。
大
百
科
事
典
を
引

い
て
み
る
と
、
な

ん
の
こ
と
は
な

い
、

「
山

は
大
別
し

て
火
山

と
火
山
以
外

の
山
に
わ
か
れ

る
」
と
あ

る
。

し
か
ら
ば
、
ど
れ
が
前
者

で
、ど
れ
が
後
者

な
の
か
。
そ

の
事
典
に
出

て
い
る
「
日

本

の
お
も
な
山
」

の

一
覧

表
を
見

て
、
斜
里
岳

が
火
山

で
、
天
塩
岳

が
そ
れ
以
外

の

山

だ
と
知

っ
て
も
、
区
別

が

つ
か
な

い
か
ら
、

ハ
イ
そ
う
で
す

か
と
し
か
い
い
よ
う

が
な
い
。
も
う

一
つ
、
火
山
は
火
山

で
も
、
聞
き

か
じ

っ
て
い
た
活
火
山

と
休
火
山

と
死
火
山

の
違

い
は
ど

こ
に
あ

る
の
だ
ろ
う
と
気

に
な
り
出

し
た
。
や
は
り
そ

の
事

典
に
よ
る
と
、
数
万
～
数
十
万
年

に
お
よ
ぶ
火
山

の
寿
命

か
ら
み
て
、
過

去
十
数
世

紀
間

の
歴
史
時
代
な
ど

は

一
瞬

に
し
か
す
ぎ
ず

、
こ
の
三
分
類

は
不
合
理
で
弊
害
を

伴
う
、
と
い
う
。
だ

か
ら
、
最
近

で
は
活
火
山

の
呼
称

は
広
義

に
使
わ
れ
て
い
る
由

で
、
こ
れ
な
ら
素
人

に
も
理
解
が
ゆ
く
。

火
山
が
文
学

に
現
わ
れ
る
例
は
多

い
。
そ
の
う

ち
の

い
く

つ
か
の
作
品

の
描
写
を

紹
介

し
て
み
よ
う
。

ま
ず

、
北
海
道

の
玄
関

口

・
函
館
を
過
ぎ
る
と
駒

ケ
岳

が
大
沼
と

の
対
照

の
妙
を

な

し
て
眺
め
ら
れ

る
。
さ
す
が
に
、
文
人
墨
客
に
よ
る
車
窓

か
ら

の
印
象

が
目

に
つ

く
。徳

富
薦
花

に
自
伝
小
説

「
富

士
」
が
あ
り
、
そ

の
第

三
巻

(福
永
書
店

、
昭
2

・

1
)

に
つ
ぎ

の
描
写

が
あ

る
。

「
(
函
館

に
)
上
陸
し
た
熊
次

は
直
ぐ
大
沼
を
志

し
た
。

其
処
ま

で
今
汽
車
が
通

ふ
。
函
館

か
ら
上
る

こ
と

一
時
間

に
し
て
、
大

沼
に
来
た
。
山

の
上

の
思

っ
た
よ
り

大
き
な
沼
が
大
小

二
つ
も
あ

る
。当
面

に
駒
が
岳

の
尖

っ
た
頭
が
見
下
ろ
し
て
居

る
。

白
樺

の
生
え
た
大
小

の
嶋

々
が
浮

い
て
居

る
」
。

薦
花

の
そ
の
旅

は
、
明
治
三
十
六
年

の
八
月

で
あ

る
。
小
説

「
寄
生
木
」

(警
醒

社
、
明
42

・
12
)
を
産
む
旅

で
あ

っ
た
が
、
そ

の
作
品
を
完
成

し
て
、
主
人
公

の
モ

デ

ル
を
旭
川
師
団

に
偲
び
、
十
勝

の
陸
別

に
関
寛

翁
を
訪

ね
る
べ
く
、
明
治
四
十
三

年
九
月

に
蔵
花

は
再
び
来
道

し
た
。

「
み
み
ず

の
た
は
こ
と
」

(警
醒
社
、
大

2

・

3
)

の
な
か
の

「
大
沼
」

に
こ
う
み
え
る
。

「
黄
金
色
に
藻

の
花

の
咲
く
入
江
に
出

る
と
、広

々
と
し
た
沼

の
面
、絶

え
て
久
し

い
赤
禿

の
駒

が
岳
が
忽
眼
前

に
躍
り
出
た
。
東

の
肩

か
ら
あ

る
か
無

い
か
の
煙
が
立

上

っ
て
居
る
。
余
が
明
治
三
十
六
年
の
夏
来
た
頃
は
、
汽
車

は
ま
だ
森

ま
で
し
か
か

㌧

っ
て
居
な
か

っ
た
。
大
沼
公
園

に
も
粗
末
な
料
理
屋
が
二
三
軒
水
際

に
立

っ
て
居
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た
。
駒

が
岳

の
噴
火
も
其
後

の
事

で
あ
る
。
然

し
汽
車

は
釧
路
ま

で
通

う
て
も
、
駒

が
岳
は
噴
火

し
て
も

、
大
沼
其
も

の
は
旧

に
傍

っ
て
晴

々
し
た
而
し
て
寂

か
な
眺

で

あ

る
L
。

函
館
本
線
が
開
通
し
た
あ
と

の
明
治
四
十

一
年
に
佐
藤
春
夫

が
車
窓

か
ら
駒

ケ
岳

に
接
し
て

い
る
。

「
わ
が
北
海
道

」

(北
海

タ
イ

ム
ス
、

昭
39
、

1
～

3
)
の
第

一

章
「
駒
ケ
岳

・
大
沼
」
に
よ

る
と
、

「
狩
勝
の
雄
大
な
風
景

と
駒

ケ
岳

の
山
容
と
大

沼

の
野
趣
と
が
わ
た
く

し
の
最
初

の
渡
道
以
来

、
最
も
わ
た
し

の
気

に
入

っ
た
風
景
」

で
あ

っ
た
。

「
本
来
火
山
地
帯

の
風
景
美
が
北
海
道

の
特
色

で
あ

っ
て
み
れ
ば
、
そ

れ
を
北
海
道

の
玄
関

口
で
駒

ケ
岳

と
そ

の
山
麓

の
湖
沼
と

で
代

表
的
に
捉

へ
得
た

の

は
決

し
て
ま
ち
が
ひ

で
は
な

い
」
と
も
書

い
て
お
り
、
さ
ら

に

一
節
を
引
く
と
、
「
そ

の
山
裾
を

め
ぐ

る
車
窓

に
、
刻

々
移

り
変

っ
て
行
く
山
容
を

よ
ろ

こ
び
眺

め
な
が
ら

山
が
野

の
林

の
か
げ

に
な

っ
て
、
山
麓
を

ほ
と
ん
ど

一
周

し
終

っ
た

か
と
思

っ
た

の

に
、
ま
た
ひ
よ
く
り
と
姿
を
現

は
し
て
か
ら
は
、
ふ
り
返

っ
て
見

る
と
行
け
ど
も
行

け
ど
も
、

い
つ
ま
で
も
奔
馬

の
や
う
に
車
窓
を
追
う
て
姿

の
消

え
な

い
こ
の
山
を

い

か
に
も
不
思
議

な
も

の
の
や
う

に
秋
雄

(末
弟
)
は
言

っ
た
も

の
で
あ

っ
た
」
。

車
窓
か
ら
の
駒

ケ
岳
を

よ
く
捉
え
て

い
る

一
文
だ
。

本
道

で
の
放
浪

体
験
を
素
材

に
し
た

「
旅
役
者
」
も

の
で
文

壇
に
登
場
し
た
長
田

幹
彦

に
、
人
妻
と
純
情
青

年
と
の
恋
愛
を
描

い
た
長
篇

「
霧
」

(
朝
日
新
聞
、
大

2

・
11
)
が
あ

る
。
後
半

の
舞
台
を
北
海
道

に
移

し
、
駒

ケ
岳

山
麓

の
雪

の
平
原
で
情

死

す
る
場
面

で
結
ぶ
。

「
馬
概
が
進
む

に
従

っ
て
、
荒
家

と
し
た
駒

ケ
嶽
裾
野

の
大
傾
斜
が
漸
次
と
眼
の

前
に
開
け

て
来

た
。
見

る
限
り
唯
荘
漠
と
し
た

一
望

の
雪
原

で
、
葉

の
落

ち
尽

し
た

刺

々
し

い
針
葉
樹

の
群
れ
と
、
火
山
力

の
余
勢
を
示
す
断
層

の
起
伏
と
が
僅

か
に
雪

の
面

に
創
痕

の
や
う
な
黒
ず
ん
だ
影

を
描

い
て
ゐ
る
」
。

宮
沢
賢
治

に

「
弱

々
し
く
白

い
そ
ら
に
の
び
あ
が
り
」
に
は
じ

ま
る

「
駒

ケ
岳
」

と

い
う
短

い
詩

が
あ

る
。
名
詩
集

「
春

と
修
羅
」
第

一
集

(私
家
版
、
大
13

・
4
)
に

収

め
ら
れ
て

い
る
が
、
大
正
十

二
年

二
十
七
歳

の
お
り
、
二
度

目
の
来
道
作
品

だ
。

駒

ケ
岳
そ
び
や
く
肩

の
紫

に
水

の
面
匂

ひ
て
夜
現
け
ぬ
る
か
な

佐

々
木
信
綱

(
昭

2
)

海
門
を
越
え
来
て
は
た
と
面
向

ふ
蝦
夷
駒

ケ
岳
火
を
噴
き

て
お
り

四
賀

光
子

(昭

7
)

丹
羽

文
雄
が
北
海
道

に
素
材
を
求

め
て
来
道

し
た
の
は
、
太
平
洋
戦
争
開
戦
前
夜

の
昭
和
十
六
年
春

で
あ

っ
た
。
取
材
作

「
暁
闇
」

(
「
中
央
公
論
」
昭

16

・
8
)

の
主

人
公

で
あ

る
風
俗
作
家
梶

は
、

〃
暗

い
谷
間
"
に
あ

っ
て
執
筆

が
お
も
う

に
ま

か
せ

ず

、
そ
ん
な
と
き
北
海
道

の
友
人

の
す
す

め
も
あ

っ
て
慶
応

四
年

に
起
き

た
穂
足
内

(
小
樽

)
騒
動

に
興
味

を
抱
き
、
や

っ
て
く
る
。
函
館
か
ら
札
幌

へ
。

「
右
手

の
窓

に
駒
ケ
岳

が
迫

っ
た
り

は
な
れ
た
り
し
て
、
汽
車

と
共
に
ど

こ
ま
で

も
走

っ
て
い
た
。
噴
火

の
と
き
頭
が
半
分
と
ん
だ
の
で
あ
ろ
う
、
駒

ケ
岳

は
、
の
び

の
び
と
空
間
を
占

め
て

い
て
、
印
象
的

で
あ

っ
た
。
あ

た
り

に
競
う
山
が
な
く
、
そ

れ
だ
け
が
な
だ
ら
な
裾
を
十
分

に

つ
け
て
拡
が

っ
て

い
た
。
頂

上

に
近

付

い
て
漸
く

険

し
く
な

っ
て
い
る
が
、
女

性
的
な
線

の
中

に
犯
す

こ
と
の
出
来
な

い
山

の
厳

し
さ

を

た
た
え

て
い
た
。
伊
吹
山
よ
り
数

等
み
ご
と
だ
と
梶

は
眺

め
や

っ
た
」
。

戦
後

の
小
説
を

一
つ
だ
け
あ
げ

て
み
よ
う
。

三
島
由
紀
夫

の

「
死

の
島
」

(
「
改
造
」
昭
26

・
4
)

で
あ

る
。
新
進
作
家
と
し
て

の
地
位
を
確
立
し
て

い
た

二
十
五
歳

の
由
紀
夫
が

「
夏
子
の
冒
険
」
を
書
く
た
め
に

来
道

し
た
の
は
二
十
五
年

だ
が
、

「
死

の
島
」
も
そ

の
旅

の
所
産

で
、
作
者

の
分
身

で
あ

る
菊
田
次
郎
も
の
の

一
つ
で
あ
り
、
旅

に
出

て
己
れ
自
身

の
生

の
回
復
を
は
か

る
佳
篇
だ
。

「
菊
田
次
郎

の
乗

っ
た
函
館
発
網
走
行

の
閑
散
な
汽
車

が
、
林
檎
畑

や
ポ
プ
ラ

の

景
観
を
く
り
ひ
ろ
げ
る
渡
島
大
野
を
す
ぎ
、
大

沼
駅
に
到
着
し
た
の
は
午
す
ぎ

で
あ

っ
た
」

で
開
幕
す

る
が
、
駒

ケ
岳

は
こ
ん
な

ふ
う
に
描

か
れ
て

い
る
。

「
大
沼
は
函
館
市
か
ら
そ
う
遠
く
な

い
。
函
館
山
頂

に
立

っ
て
眺

め
る
と
、
横
津

岳
連
峯

の
西
端

に
駒

ケ
岳

の
噴
煙

が
日
に
当

っ
て
白

く
光

っ
て
み
え
る
。
突
兀
た
る

そ

の
山
頂
が
角

の
よ
う
に
地
平

を
抜

ん
出

て
い
る
。
む
か
し
駒

ケ
岳
噴
火

の
た
め
に

川
水
が
堰
き
止
め
ら
れ
て
で
き

た
大

沼
は
、
そ

の
山
裾

に
あ

る
の
で
あ

る
。
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同

じ
駒

ケ
岳

の
白

い
噴
煙

は
、
宿

の
午
飯
を
す
ま
せ
た
次
郎

が
、
大
沼
公
園

の

一

端

の
月
見
橋
畔
に
立

っ
た
と
き

に
、
丁
度
望
遠
鏡

の
焦
点
を
う
ま
く
合

わ
せ
た
よ
う

に
、
き

の
う
函
館
山
頂

で
見
た
火

口
の
数
倍

の
大
き
さ
と
鮮
明
度
と
を
以
て
望
ま
れ

た
。
稀

に
噴
煙

は
火

口
の
上

に
ゆ
る
や
か
に
環
を
え
が

い
て

い
た
。
代

緒

い
ろ
の
火

口
の
内
壁

に
た
ゆ
た

い
な
が
ら
、
立
去
り
が
て
に
し
て
い
る
煙

の
さ
ま
は
、
次
郎

の

目
に
親
近
感
を
与
え
た
の
で
あ
る
。
用
も
な

い
の
に
放
課
後

の
学
校
か
ら
な
か
な
か

帰

ろ
う

と
し
な

い
小
学
生

の
よ
う
だ
と
次
郎

は
思

っ
た
」
。

な
か
な
か
味

の
あ

る
比
喩

で
あ

る
。

函
館

本
線

に
沿

っ
て
の
代
表
的
な
火
山

は
、
な
ん
と

い
っ
て
も

羊

蹄

山

で

あ

ろ

し

り

べ

し

や

ま

う
。
日
本
書
紀

に
後
方
羊
蹄
山

と
記
載

さ
れ

て
お
り
、
蝦
夷
富
士
と
も

マ
ッ
カ
リ
ヌ

プ

リ
と
も
呼
ぼ
れ
て

い
る
が
、
こ

こ
を
舞
台

に
し
た
文
学
作
品

で
知
名
度

が
高

い
の

は
有
島
武
郎

の
名
作

「
カ
イ

ン
の
末
痛
」

(「
新
小
説
」
大
6

・
7
)

で
あ
る
。
よ
く

冒
頭

の
部
分
が
引
か
れ
る
。

「
北
海
道

の
冬
は
空
ま
で
逼

っ
て
ゐ
た
。
蝦
夷
富
士

と
云
は
れ
る

マ
ッ
カ
リ
ヌ
プ

リ
の
麓

に
続

く
胆
振

の
大
草
原
を
、
日
本
海
か
ら
内
浦
湾

に
吹
き

ぬ
け
る
西
風
が
、

打
寄

せ
る
紆
涛
の
や
う

に
跡

か
ら
跡

か
ら
吹
き
払

っ
て
行

っ
た
。
寒

い
風
だ
。
見
上

げ

る
と
八
合
目
ま
で
雪

に
な

っ
た

マ
ッ
カ
リ
ヌ
プ

リ
は
少
し
頭
を
前

に
ご
f
め
て
風

に
刃
向

ひ
な
が
ら
黙

っ
た
ま

＼
突

っ
立

っ
て
居

た
。
昆
布
嶽
の
斜
面

に
小
さ
く
集
ま

っ
た
雲

の
塊
を
眼
が
け

て
日
は
沈

み
か

x

っ
て
ゐ
た
。
草
原
の
上

に
は

一
本
の
樹
木

も
生
え

て
ゐ
な
か

っ
た
。
心
細

い
程

真
直

な

一
筋
道
を
、
彼

と
彼

の
妻
だ
け
が
、
よ

ろ

く

と
歩
く

二
本
の
立
木

の
や
う

に
動

い
て
行

っ
た
」
。

こ
の
す
ぐ
れ

た
自

然
描
写

の
な
か

に
開
拓
農
民

で
あ

る
主
人
公

た
ち
の
運
命
が
暗

示

さ
れ
て

い
る
が
、
羊
蹄
山
を
描

い
て

「
ヵ
イ

ン
の
末
衛
」
と
双
壁

を
な
す

の
が
小

林
多
喜

二

の

「
東
倶
知
安
行
」

(
「
改
造
」
昭

5

.
12
)

で
あ

る
。

「
汽
車

か
ら
下
り

る
と
、
す
ぐ
眼

の
前

に
ぶ

ッ
つ
か
る
よ
う

に
マ
ッ
カ
リ

ヌ
プ

リ

が
晴

れ
た
冬
空

に
浮

か
ん
で

い
る
の
が
見

え
た
。
そ

の
だ

f
ッ
広

い
裾
野

に
あ
る
倶

知
安

の
町
並
は
、
雪

の
中
か
ら
屋
根

だ
け
を
出

し
て
う
ず

ま

っ
て
い
た
」
。

拓
銀
小
樽
支
店

に
勤
め
て

い
た
多
喜
二
が
、
昭
和

三
年

に
第

一
回
普
通
選
挙

の
応

援

の
た
め
倶
知
安
駅

に
降
り
立

っ
た
折
の
印
象

で
あ

る
。
や
が
て
馬
饒

で
東
倶
知
安

(
現

・
京
極
)

へ
。

「
街
外

れ
近

く
に
な

る
と
、
道

は
そ

の
ま

Σ
雪

の
広

い
野

に
出
て

い
た
。
汚
れ

た
、

で
こ
ぼ

こ
の
路
が
、
ギ

ラ
ギ
ラ
光

っ
て
い
る
雪

の
原
を
、
二
、
三
本

し
か
線

の
架

っ

て
な

い
電
柱

に
沿

っ
て
、
ず
ウ
と
、

マ
ッ
カ
リ
ヌ
プ
リ
の
裾
に
続

い
て

い
た
。
電
柱

は
遠
く

で

マ
ッ
チ
の
棒
を
間
隔
を
ち

ゴ
め
て
並
べ
た
よ
う
に
見
え
て

い
る
」
。

「
馬
構

は
す
ぐ
町
の
外

へ
出
て
し
ま

っ
た
。
右
手
は
広

漠
と
し
た
裾
野

で
、

マ
ッ

カ
リ
ヌ
プ

リ
が
ペ

ン
キ
絵

の
富
士
山
の
よ
う

に
饗
え

て
い
る
。
左
手

に
は
茅
ぶ
き

の

百
姓
家
が
所

々
に
あ
る
だ
け

で
、

一
面

の
雪

の
平
原
が
大
海
原
の
よ
う

に
、
ゆ
る
く

う
ね

っ
て
広
が

っ
て
い
た
。
私
達

は

マ
ッ
カ
リ

ヌ
プ

リ
の
裾
を

一
直
線

に
奥

に
入

っ

て
行

っ
た
。
だ
ん
く

雪

の
量
が
多
く
な

っ
て
き

た
。
両
側
が
積
み
重

ね
た
雪

で
高

く
な
り
、
斬
工壕

の
底
を
走

っ
て

い
る
よ
う
な
感
じ
だ

っ
た
」
。

羊
蹄
山
を
背
景

に
、
鮮
烈
な
冬

の
描
写
が

つ
づ
く
。

羊
蹄
山
を
目

の
前

に
し
て
育

っ
た
作
家

に
畔
柳

二
美
が
お
り
、

「
私

の
ま
ち
〃
"
・

狩
太
」

(北
海
道
新
聞
、
昭
38

・
1

・
23
)
に
こ
う
書

か
カ

て
い
る
。

「
父
が

、
王
子
製
紙

の
発
電
所

に
勤
務
し
て

い
た
関
係

で
、
生
ま
れ
は
千
歳

の
山

奥
。
八
歳
か
ら
二
十
歳
ま

で
、
途
中
、
女

学
校

の
寄

宿
舎
時
代
を
除

い
て
狩

太
町

に

あ
る
王
子
第

一
発
電
所

の
社
宅

で
暮
ら

し
ま
し
た
。

〃
狩
太
〃
と

い
う
こ
と
ば

で
、

常

に
頭

に
浮
か
ぶ
の
は
、
羊
蹄
、
尻
別

川
、
雪
、
有

島
農
場
、
温
泉
…

..。

羊
蹄
i

こ
の
山
は
狩
太

か
ら
の
な
が

め
が
も

っ
と
も
美

し
く
、
し
た
が

っ
て
狩

太
は
北
海
道

一
景
色

の
い
い
と
こ
ろ
ー
1
私

は
今

で
も
そ
う
信
じ
て
い
ま
す
」
。

彼
女

の
出

世
作

で
あ
り
代

表
作

で
あ
る
「姉
妹
」
(講
談
社
、
昭
29

・
11
)
は
毎

日
出

版
文

化
賞

受
賞
作

で
も
あ

る
が
、
自
伝
的
小
説

で
、
狩
太

(現

・
ニ
セ

コ
)

の
四
季

が

ふ
ん
だ
ん
に
描

か
れ

て
い
る
。
羊
蹄
山
が
現
わ
れ

る
個
所

を

一
、
二
引
く
と
、

コ
ニ
日
前

か
ら
、
圭
子
も

、
俊
子
も
冬
休
み
だ
。
発
電
所
は
、
ど

こ
を
見
渡
し
て

も
銀
世
界
。
北
海
道

で
も
雪
が
多

い
の
で
有
名

な
こ
の
辺
り
は
、
羊
蹄
山
も
そ

の
ま

わ
り

の
山

々
も
真

っ
白

に
な

っ
て
い
る
。
そ
れ
に
、今

日
は
朝

か
ら
吹
雪

に
な

っ
て
、
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粉
雪

が
縦
横

に
乱

れ
走

り
、
ど

こ
に
空
が
あ

る
の
や
ら
、
家
が
あ

る
の
や
ら
、
さ

っ

ぱ

り
わ

か
ら
な

い
L
。

「
赤
煉
瓦

の
発
電
所
も
、
三
本

の
鉄
管

も
、
段

々
に
な
ら
ぶ
社
宅

の
屋
根
も
、

こ

ん
も
り
雪
を

い
た
だ

い
て
銀

色
に
、
キ
ラ
キ
ラ
、
キ
ラ
キ
ラ
。
東
方

に
は
、
富
士
山

そ

っ
く
り

の
羊
蹄
が
白
く
そ
び
え
、
北
方

の
、
先

と
が
り

の
硫
黄
山
は
、
大
小
さ
ま

ざ

ま
の
連

山
を
従
え

こ
こ
を
と
り
ま
く
。
山

裾
の
雪
間
を
縫

っ
て
流
れ

る
川
は
、
し

じ

ゅ
う
、
お
や
す
み
な
く
、
ご
う
ご
う
、
ご
う
ご
う
」
。

ほ
か

に
羊
蹄

山
を
描

い
た
小
説
に
木
村

不
二
男

「有

島
供
養
」

(
「
新
潮
」
昭
16

.

12
)
、
沢
野
久
雄

「
松
前
富

士
」
(
「文

学
界
」
昭

32

・
4
)
な
ど
が
あ
り
、
藤

森
成

吉
の

「
狩
太
の
農

場
ー
北
海
道
紀
行

の

一
節
i
」

(大

11
)
や
伊
藤
信
吉

の

「
マ
ッ
カ
リ

ヌ
。ブ
リ
の
麓

で
」

(
「旅
人
」
昭
如

・
7
)
な
ど

の
紀
行
も
あ
げ
な
く

て
は
な
ら
な

い

が

、
こ

こ
で
は
も
う

一
つ
、
林
芙
美

子
の
小
説
を

み
て
お
き

た
い
。

「
放
浪

記
」

で

一
躍
女
流
作
家
に
の
し
あ
が

っ
た
彼
女
が
北
海
道

・
樺
太
に
旅

し

た

の
は
、
昭
和
八
年
の
こ
と
で
あ

る
。
こ
の
と
き
立
ち
寄

っ
た
倶
知
安
が
ひ
ど

く
気

に
入

っ
た
と
み
え
て
、

「
七

つ
の
燈
」

(
む

ら
さ
き
出
版
部
、
昭
16

・
1
)
と

「
田

園

日
記
」

(
新
潮
社
、
昭
17

・
12
)

の
舞
台

に
な

っ
て
い
る
。

あ
と

の
小
説

か
ら
引
く
と
、
息
子
つ
れ

の
未
亡
人
京
子
が

、
亡
き
夫

の
実
家

で
あ

る
倶
知
安

に
着

い
た
の
は
そ

の
日
の
夕
方

で
あ

っ
た
。

「
東
風
が
吹

い
て
ゐ
て
、
小

さ

い
町
全

体
が

ご
う
ご
う
と
鳴

っ
て
ゐ

る
感
じ
だ

っ
た
」
。
「
小

じ
ん
ま
り
と
し
た
郵

便
局
や
、
医
院

や
、古

風
な
馬
車
屋

な
ん
か
の
並

ん
で
ゐ
る
軒
の
低

い
広

い
通

り
を
」

歩
き
、

「
ト
タ

ソ
で
張

っ
た
如
何

に
も
新
開
地
ら

し
い
寺

の
横
を
曲

っ
て
、
え
ぞ
富

士

の
見

え
る
広

い
畑

地
の
向
う
に
、
青

い
ペ
ソ
キ
塗
り
の
工
場

の
や
う
な
延
岡

の
家

が
見
え
た
」
。

翌
日
は
晴

れ
の
日
で

「
え
ぞ
富

士
の
頂

の
白

い
雲
が
浮

い
て
気
持
の

い
N
風
が
そ

よ
そ
よ
と
吹

い
て
ゐ
た
」
と

い
う
あ

ん
ぽ

い
に
な

る
が
、

こ
の
作
品

に
も

「
七

つ
の

燈
」

に
も
半
月
湖
が
現

わ
れ

る
。
芙
美
子

は
、
倶
知
安

の
南
部

で
羊
蹄
山

の
北
西
山

麓

に
あ

る
こ
の
火

口
湖
が
お
気
に
入
り

で
あ

っ
た
よ
う
だ
。

「湖

は
案
外
小

さ
か

っ
た
け
れ
ど
も
、
気
味

の
悪

い
ほ
ど
静

か
で
清
浄
な
水
面

で

あ

っ
た
。
時

々
湖

の
魚
が
水
面

へ
波
紋
を
描

い
て
ゐ
る
。
湖

の
周
囲
は
、
お
そ
ひ
か

か
る
か
の
よ
う

な
新
緑

の
波

で
あ

っ
た
(「
七

つ
の
燈
」
)
L
。

若
き
日
の
伊
藤
整
が
半
月
湖

を
経

て
羊
蹄
山
を
征
服

し
た
の
は
小
樽
中
学
四
年
生

の
と
き

の
大
正
九
年
夏

の
こ
と
で
、
同
行
者
の
北
見
掬
吉

は

「
少
年
譜
」

の
な

か
に

こ
う
描

い
て
い
る
。

「
倶
知
安
墜
道

を
抜
け
る
と
、
眼

の
前

に
羊
蹄
山
が
雄
大
な
姿
を
現

わ
し
た
。
そ

の
裾
を
め
ぐ

っ
て
盆
地
が

拓
け
、
倶
知
安
の
町

は

一
か
た
ま
り

に
あ

っ
た
」
。
一
行
三

人
は
比
羅
夫
駅

で
降
り
、
東

へ
進
む
村
道

を
歩

い
て
い

っ
た
。
開
拓
地
が
過
ぎ
、
「
羊

蹄
山

は
も
う
頂
き

は
見

え
ず
、
鼻
先

に
そ
の
巨
大
な
山
膚
を

一
気

に
圧
し
て
迫

っ
て

い
た
。
振
り
返
る
と

ニ
セ
コ
連
峰

の
や
さ
し
い
曲
線
が

つ
づ

い
て
い
た
」
。や
が
て
伊

藤
整
が

「
ほ
ら
あ

そ
こ
に
半
月
湖
が
見

え
る
よ
」
と
指

さ
し
た
下
に
、
文
字
通

り
半

月

の
形
を
し
た
湖
が

小
さ

く
碧
く
澄
ん

で
い
た
。

そ

こ
か
ら
山
小

屋
の
あ

る
八
合
目

へ
。

「
眼
下

に
小
さ
く
見
え
る
半
月
湖
が
、
急

に
暗
く
騎
る
と
見
る
間

に
、
針
葉
樹
林
が
遠

く
ゴ
ー
と
鳴
り
騒
ぎ
、
そ
れ
が
津
波

の

押
し
よ
せ
る
様
に
近
づ

い
て
我

々
の
休
ん
で
い
る
周
囲
が
薄
暗
く
な

っ
た
。
風
の
咲

き

つ
け

る
霧
は
刺
す
様
に
頬

に
痛

か

っ
た
」
。
一
行
は
相
談

の
す
え
悪
天
候

の
な
か
登

山
を
続
行
し
、
よ
う
や
く
山
小
屋

に
た
ど
り
着
く

こ
と
が

で
き
た
。

翌
日
、
頂
上
を
め
ざ
す
。

「
累

々
と
し
た
大
小

の
熔
岩

の
間
を
縫
い
な
が
ら
登

っ

た
。
終
り
頃
は
急
斜
面
を
這

い
上
が

っ
た
。
い
た
だ
き

に
辿
り

つ
い
て
恐

々
と
噴
火

口
を

の
ぞ

い
た
。
摺
鉢

の
底

は
存
外
浅

く
て
、
小
さ
な
水
溜
り
が

い
く

つ
も
見

え
急

な
斜
面

に
は
露
出

し
た
巨
岩
が
処

々
に
出
て
い
た
」
。

「
昨
夜
苦

し
み
這

い
廻

っ
た
あ

た
り
を
目

で
さ
が

し
な
が

ら
、
危
な
く
助
か

っ
た

生
命
を
、
燦

々
と
輝
く
太
陽

の
光

の
下

に
深
く
感
謝

す
る
気
持

に
な

っ
て
い

っ
た
。

雲

の
海
が
少

し
ず

つ
動

い
て
、
切
れ
間

に
下
界
が
時

々
の
ぞ

か
れ
る
様
に
な

っ
た
。

山

々
の
頂
が
島

の
様

に
平
ら
な
雲

の
海

の
上

に
浮
び
、
又
時

々
太
陽

の
光
を
浴
び

た

緑

の
盆
地
が
あ
た
た

か
げ

に
見

え
た
。
そ
れ
は
本
当

に
な
つ
か
し

い
も

の

で

あ

っ

た
。
急

に
私

の
胸

に
人

間

の
住

む
世
界

の
な

つ
か
し
さ
が
蘇

っ
て
来
た
」
。

少
年
の
日
の
清
新
な
息
づ
か

い
が
伝
わ

っ
て
く
る
。

(北
海
道
文
学
館
事
務
局
長
)
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