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賢

治

の

山

男

像

典

拠

の

可

能

性

工

藤

哲

夫

(以
下

の
注

の
記
号

・
番

号

の
内

、

ア

ル

フ
ァ
ベ

ッ
ト
は
内
容

に
関
す

る
補

注
、

ア
ラ
ビ

ア
数
字

は
出
典

・
文
献

注
を
表
す
。
)

1

『
山

の
人
生
』

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

(1
)

 

多

田
幸

正

は
、

柳

田
国

男

の

「
山
男

に
直

接

関
連

す

る
論
考

」
を

年

代

順

に
十

点

あ
げ

、

「
こ
れ

ら

の
著
作

の
う

ち

、
賢

治

が

〈山

男

も

の
〉

の
童

話

を
執

筆

す

る
に
際

し

て
参

照

し

た
も

の
」

と

し

て
、

終

わ

り

の
二
点

、

即

ち

「
『
山

の
人
生
』

(大

正

十

四

年

一
月
か

ら

『
ア
サ

ヒ
グ

ラ

フ
』

に
連
載

、
翌

十

五
年

十

一
月
、
増
補

し
た

も

の
を

郷

土

研
究

社

か
ら

刊
行

ご

と

「
「遠

野
物

語
拾

遺
」

(明

治

四

十
三

年

刊
行

の

『
遠

野
物

語
』

に
、
同

じ
佐

々
木
喜

善

の
蒐

集

に
な

る

「拾

遺

」

二
九

九

話

を
加

え
、
増

補

版

と

し

て
昭

和

十
年

、
郷
土

研

究

社

よ

り
刊

行

)
」
を

外

し
た

(即
ち
、
賢
治
が
参
照
し
な
か

っ
た
と
し
た
)
。

こ
れ

は
、

「
「
狼
森

と
旅

森

、

盗
森

」

の
大

正
十

年

十

一
月
」
、

「「
山
男

の
四

月
」

の
大

正

十

一
年

四

月
」
、

「ま

た

「
祭

の
晩
し

と

「紫

紺
染

に

っ
い

て
」

は
、

前
者

が
大

正
十

三
年

頃

、

後
者

が

大

正
十

三
年

～

十

四

年

頃

に
清

書

さ

れ

た

と
推
定

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
(2
)

さ

れ

て

い
る
だ

け

で
、

い
ず

れ

も
正

確
な

時

期

は
わ

か
ら

な

い
」

と

い
う

「
〈山
男

も

の
〉

の
成

立
時

期

か

ら
」

の

「推

測

」

で
あ

る
。



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ヘ  へ

 

し
か

し
、

多

田
幸

正

の
示

し

て

い
る
限

り

の
デ

ー

タ

に
拠

っ
て
も

、

「紫

紺
染

に

っ
い

て
」

の

「清

書

」

が

「推
定

」

「大

正
十

三
年

～

十

四

年

頃

」
な

ら
、
少

な

く

と
も

「大

正

十
四

年

一
月

か
ら

『
ア
サ

ヒ
グ

ラ

フ
』

に
連
載

」

し
た
方

の

「
山

の
人
生

」

は
、

「参

照

し

た
」

可
能

性
が

あ

る

理

屈

に
な

る
。

 

以

下
、

「成

立

時

期
」
と

も

か
ら

め
作

品

の

二
つ

の
内

部

徴
緑

か
ら

、
初

出

の

「山

の
人
生

」

で

は
な

く

刊
本

の

『
山

の
人
生
』

参

照

可
能
性

の
仮

説
を

呈

示

し
た

い
。

 

一
つ
目

は
、

「
〔祭

の
晩
〕
」

の
次

の
場

面

に
関

す

る
。

 
そ
の
時
、
表

の
方
で
、
ど
し
ん
が
ら
が
ら
が
ら

っ
と
云
ふ
大
き
な
音
が
し
て
、
家

は
地
震

の
時

の
や
う
に
ゆ
れ
ま
し
た
。
亮
二
は
思
は
ず
お
爺
さ
ん
に
す

が

り

つ
き
ま
し
た
。
お
爺
さ
ん
も
少
し
顔
色
を
変

へ
て
、
急

い
で
ラ
ム
プ
を
持

っ
て
外
に
出
ま
し
た
。

 
亮
二
も

っ
い
て
行
き
ま
し
た
。

ラ
ム
プ
は
風
の
た
め
に
す
ぐ
に
消
え
て
し
ま
ひ
ま
し
た
。

 

そ
の
代
り
、
東

の
黒
い
山
か
ら
大
き
な
十
八
日
の
月
が
静
か
に
登

っ
て
来
た

の
で
す
。

 
見
る
と
家

の
前

の
広
場
に
は
、
太

い
薪
が
山

の
や
う

に
投
げ
出
さ
れ

て
あ
り
ま
し
た
。
太
い
根
や
枝
ま
で

っ
い
た
、
ぼ

り
ぼ
り
に
折
ら
れ
た
太

い
薪
で
し

 
 

(3
)

た

[後
略

]

2

 

初

出

の

「山

の
人
生

(三
〇

)
」

(『
ア
サ

ヒ
グ
ラ
フ
』
第
五
巻
第
七
嚇

〔大

14

・
8

・
12
〕
五
頁
)

に

は
書

か

れ

て

い
な

い

『
山

の
人

生
』

の
次

の

箇

所

が

(報
恩

と

い
う
)

情

況

及
び

表

現

(
「ど
し
ん
」
・
「大
」
・
「音
が
し
」)
を

一
に
す

る
。

 
 

へ 
い
 
 
 
 
ろ
つ
ぐ
こ
づ
し

 
又
閉

伊
郡

の
六
角
牛
山

で

は
、
青
笹

村

の
某

が
山

に
入

つ
て

マ
ダ
の
樹

の
皮

を
剥

い
て
居

る

と
、

ぢ

っ
と

立

つ
て
見
て
居

た
七
尺
盤

う

の
男

が
あ

つ
た
。

を

れ
も

す
け

て
や

る
べ
と

さ
な
が

ら

麻

を
剥

ぐ

や

う
に
、
忽

ち
に

し
て
も

う
澤
山

に
な

っ
た
。
そ

れ
か
ら
傍

の
火

に
あ
ぶ

つ
て
置

い
π
餅

を
指
ざ

し
、
く



れ
と

い
ふ
か
ら
承
知
を
す
る
と
、
無
遽
慮

に
皆
食
っ
て
し
ま
つ
た
。
來
年

の
今
頃
も
叉
來
る
か
と
聞
く
故
に
、
後
難
を
恐
れ
て
も
う
來
な

い
と
答

へ
る
と
、

そ
ん
だ
ら
三
升
の
餅
を

い
つ
く

の
晩
に
、

心
前

の
家
の
庭

へ
出
し
て
機

い
て
く

れ
、

一
年
中
の

マ
グ
の
皮

を
持

つ
て
独

つ
て
遣

る
か
ら
と

い
ふ
の
で
、

是
も
其
癒

う
に
し
て
見
る
と
翌
年
は
約
束
の
日
の
夜
中
に
、
庭
で
ど
し
ん
と
大
荷
物
を
置
く
看
が
し
π
。
凡
そ
馬
に
二
駄
ほ
ど
の

マ
ダ
の
皮
で
あ

っ
尤
と

謂

ふ
。
そ
れ
か
ら
以
後

は
毎
年
同
じ
日
に
、
此
家
の
庭
上
で
所
謂
無
言
貿
易

は
行
は
れ
尤
の
だ
が
、
今

の
主
人

の
若
年
の
頃
か
ら
、
ど
う
し
π
も
の
か
餅

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(4
)

は
供

へ
て
澱

い
て
も
.

マ
ダ
の
皮
は
持
つ
て
來
澱
や
う
に
な
つ
疫
と
謂
つ
て
居
る
。

 

余

り

に
似

過

ぎ

て

い
て
、
影

響

関
係

が

無

い
と
考

え

る

の
が

難

し

い
。

そ

し

て

こ
れ

は
、
多

田
幸

正
が

「賢

治

の
山

男
像

の
造
形

か
ら

」

「関

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(5
) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(a
)

連

が
深

い
よ
う

に
思

わ

れ

る
」

と

い
う

(先
述

の

「+
点
」

の
中

の
)

「山

人
外

伝

資

料
」

に
載

っ
て

い
な

い
も

の
な

の

で
あ

る
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(12
)

 

実

は
、
右

の
こ
と

は
既

に
先

行
研

究

に
よ

っ
て
指
摘

さ

れ

て

い
る
点

で
あ

る
。

そ

れ

で
、
今

般
、
右

に
付

け
加

え

て
、
『
山

の
人

生
』

の
、
右

引

用
部

に

引
き

続

く
箇

所

を
新

に
指

摘

し
た

い
。

3

津
輕
奮
事
談
に
弘
藩
明
治

噌
統
志
其
他
を
引

い
て
、
岩
木
山
の
大
人
と
親
善
だ
つ
π
と
記
し

て
居
る
の
は
、
麓
の
鬼
澤
村

の
彌
十
郎
と

い
ふ
農
夫
で
あ

つ
て
、
是
は
後
に
樹
分
も
亦
、
大
入
と
な

つ
て
行
方
を
知
ら
ず
と
も
傳

へ
ら
れ
る
。
彼

は
最
初
薪
を
探
ゑ
に
入
つ
て
偶
然
と
懇
意
に

な
う
、
角
力
な
ど
を

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(13
)

取

つ
て
日
を
暮
し
、
素
手
で
蹄

っ
て
來
る
と
必
ず

一
夜
の
中
に
、
二
三
日
分
ほ
ど

の
薪
が
家
の
背
戸
に
積
ん
で
あ
っ
た
。

[後
略
]

 

先

の
箇

所

で
は

(
山
男
が

運
ん

で
来

て
く

れ

た

も

の
は

)

「
マ
ダ

の
皮
」

で
あ

っ
た
。

(そ

れ

に
引

き
続

く

)

こ

の
箇

所

で
は

「薪

」

で
あ

る
。

賢

治

は
、

「ど

し
ん

」

の
場

面

と

「薪

」

を
合

成

し

て

「
〔祭

の
晩
こ

の
場

面
を

描

い
た

の
で
は

な

か

ろ
う

か
。

 

二

つ
目

は
、

「紫

紺
染

に

つ
い

て
」

の
初

め

の
方

に

出

て

い

る

「古

び
た

写
本

」

の
内

容
、

「 

一
、

山
男

紫
紺
を

売
り

て
酒
を

買

ひ
候
事

、

賢
治
の
山
男
像



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
マ
マ

山
男
、
西
根
山
に
て
紫
紺
の
根
を
掘
り
取
り
、
夕
景
に
至
り
て
、
ひ
そ
か
に
御
城
下

(盛
岡
〉

へ
立
ち
出
で
候
上
、
材
木
町
生
薬
商
人
近
江
屋
源
八
に

一
俵

二
十
五
文
に
て
売
り
候
。
そ
れ
よ
り
山
男
、
酒
屋
半
之
助
方

へ
参
り
、
五
合
入
程

の
瓢
箪
を
差
出
し
、
こ
の
中
に
清
酒

一
斗
お
入
れ
な
さ
れ
た
く
と
申
し
候
。

半
之
助
方
小
僧
、
身
ぶ
る
え
し

つ
》
、
酒

一
斗
は
と
て
も
入
り
兼
ね
候
と
返
答
致

し
候
処
、
山
男
、
ま
つ
は
入
れ
な
さ
る
べ
く
候
と
押
し
て
申
し
候
。
半
之

助
も
顔
色
青
ざ
め
委
細
承
知
と
早

口
に
申
し
候
。
拐
、
小
僧
ま
す
を
と
り
て
酒
を
入
れ
候

に
、
酒
は
事
も
な
く
入
り
、
遂
に
正
味

一
斗
と
相
成
り
候
。
山
男

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(14
)

大
に
笑

ひ
て
二
十
五
文
を
置
き
、
瓢
箪
を
さ
げ
て
立
ち
去
り
候
趣
、
材
木
町
総
代
よ
り
御
届
け
有
之
候

。
」

に
関

す

る
。

多

田
幸

正

は
、

右

の
箇

所

に
関

連

し
て
、

次

の
よ
う

に
述

べ
て

い
る
。

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

マ
マ

[
前

略
]
酒

屋

で
酒
を

買
う
と

き
、

こ
の
山
男

は

五
合

ほ
ど

入
る
瓢
箪

を
差

し
出

し
、

そ
れ

に
清

酒
を

一
斗

入
れ
よ

と

い
う
。

酒

屋

の
小

僧
が
、
恐

れ
怪

し

み
な
が

ら
升

で
量

っ
て
入
れ

る
と
、
酒

は
正
味

一
斗
疑

い
な
く

入

っ
た
。

こ
れ
と

同
じ
伝

承
は
見
当

た
ら
な

い
が
、
柳

田
国
男

の

『
山

の
人
生
』

に
紹
介
さ

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
マ
マ

れ
て
い
る
山
姥
の
話
-

姥
が
三
合
徳
利
を
携
え

て
五
升

の
酒
を
買
い
に
来
る
が
、
素
直
に
山
姥

の
い
う
通
り
に
量

っ
て
や
る
と
、
果
た
し
て
際
限
も
な
く

入

っ
た
ー

に
類
似
す
る
。
山
姥
の

一
般
的
な
伝
承
に
よ
れ
ば
、
買

い
物
に
来
る
の
は
歳
末
や
年
頭

の
市
日
で
あ
り
、
そ

の
と
き
山
姥

の
支

払

っ
た
金
に
福

が
宿
る
と
か
、
持
参
し
た
徳
利
に
酒
を
入
れ
て
や

っ
た
も

の
は
金
持
ち
に
な
る
と
か
い
わ
れ
て
い
る
。
『
山

の
人
生
』

の
山
姥
の
話
の
場
合
も
、
三
合
徳
利

で
五
升

の
酒
を
買
い
に
来
た
山
姥
を
笑

っ
た
も

の
は
罰
せ
ら
れ
、
素
直
に

い
う
通
り
に
し
た
も
の
は
、
際
限
な
く
入
る
酒
に
あ
や

か

っ
て
金
持
ち

に
な
る
と

あ
る
。

こ
の
よ
う
に
山
姥
は
里
人
に
吉
凶
禍
福
を
も
た
ら
す
両
義
的
存
在
と
み
な
さ
れ
る
わ
け
だ
が
、
賢
治
が
そ
う
し
た
伝
承
の
山
姥
に
部
分
的

に
せ
よ
類

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(15
)

似
し
た
山
男
を
描

い
て
い
る

こ
と
は
、
彼

の
描
く
山
男
の
容
貌
が
山

の
神

の
特
徴
を
持

っ
て
い
る
こ
と
と
同
様
注
目
し
て
よ

い
だ
ろ
う

。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(原
注
番
号
を
省
略
)

4

『
山

の
人
生
』

の
該
当

箇

所

は
次

の
通

り

で
あ

る
。

(
こ
れ

も
初

出

の

「山

の
人
生

(
二
六
)
」

〔『
ア
サ
ヒ
グ
ラ
フ
』
第
五
巻
第

二
號

く大

14

・
7

・



8
V
〕

に

は
書

か
れ

て

い
な

い
。
)

 
 
 
 
 
 

る
ツみ

[前
略
】
循
州
南
安
曇
で
は
新
田
の
市
、
北
安
曇
で
は
千
國
の
・市
な
ど
に
、
暮

の
市

日
に
限
つ
て
山
姥
が
買
物
に
出
る
と
云
ふ
話
が
あ
つ
た
。

山
姥
が
出
る

と
人
が
倣
ム
、
市
が
終
ム
に
な
る
と
も
言

つ
た
が
、

一
方
に
は
山
姥
が
支
彿

に
用

ゐ
だ
鏡
に
は
、
特
別
の
輻
分
が
あ
る
や
う
に
も
信
じ
ら

れ
た
。
漸
く
利

欲
と

い
ふ
も
の
を
實
脅
し
尤
市
人
が
、
如
何
に
注
意
深
く
只
の
在
所
の
婆
様

だ
ち
を
物
色
し
て
居
た
か
は
、
想
像
し
て
見
て
竜
面
白

い
。
其
矯

で
も
あ
ら

う
か
今
も
昔
話
の

一
つ
に
、
山
姥
が
三
合
ほ
ど
の
徳
利
を
携

へ
て
、
五
升
の
酒

を
買

ひ
に
來
た
と
云
ふ
の
が
あ
る
。
笑

つ
た
者
は
罰
せ
ら

れ
、
素
直
に
雷

ふ
遁
ウ
に
量
つ
て
逡
る
と

,
果
し
て
際
限
も
無
く
入
つ
た
と
謂

ひ
、
又
は
之
に
あ
や
か
つ
て
金
持
に
な

つ
た
と
も
謂
ふ
へ

っ
塗
り
は
俵
藤
太

の
取
れ
ど
も

霊
き

ぬ
賓
な
ど

＼
、
系
統
を
同
じ
く
し
だ
歴
史
的
察
想
で
あ
る
。

筑
前
甘
木
の
町
の
乙
子
市
、
郎
ち
十
二
月
最
終
の
市
日
に
も
、
山
姥
が
輿
る
と

い
ふ
話
が
古

く
か
ら
あ
つ
た
。

正
徳

四
年
に
成
る
肉
姥
帷
子
記
と

い
ふ

丈
に
、
天
正
の
比
下
見
村

の
富
人
大
納
言
な
る
者
の
下
僕
、
木
棉
綿
を
袋
に
入
れ
て
此
日
の
市
に
費
シ
に
閏
で
、
塗
中
に
假
睡
し
て
市

の
間
に
合
は
な
か

つ
た
.
眼
が
畳
め
て
見
る
と
袋
の
綿

は
既
に
無
く
、
其
代
ウ
に

一
枚
の
帷

子
が
入

つ
て
居
た
。
地
麓
く
し
て
青
黄
黒
白
の
段
染

で
あ
つ
た
。

こ
れ
も
碑
姥

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(16
)

の
物
と
認
め
ら
れ
て
、
寳
物
と
し
て
二
百
年
を
傅

へ
た
と

い
ふ
舐
を
書
留
め
て
居
る
。

5

 
多

田
幸

正

の
言
う

「山

姥

の

一
般

的

な
伝

承

」

と

い
う

の
が

何

に
基

づ

く

の
か

(書

か
れ

て

い
な

い

の
で
)

不

明

で
あ

る

(『
山

の
人
生
』
中

の
記
述
と
も
少
し
異
な

っ
て
い
る
)
が
、

そ
れ

は
と

も

か
く

と

し

て
、

確

か

に

「類

似

」

し

て

い
る
。

し
か

し
、
多

田
幸

正

は
、

「山

の
人
生

」

及

び

『
山

の
人
生
』

を

賢
治

が

「参

照

」
す

る

こ
と

は
不

「
可
能
」

だ

っ
た

と

い
う

見
解

に
立

つ
の

で
、

必
然

的

に

「類
似

」

を

「参

照
」

可

能

性

の
証

拠

と
す

る

こ
と

は
叶

わ
ず

、

「注

目
」
を

促

す
だ

け

に
留

ま
ら

ざ

る
を
得

な

か

っ
た
。

 
実

は
、
多

田
幸

正

の
論
文

に

は
初

出

が
あ

っ
て
、

そ

こ
で

は
、

前

引

「「
祭

の
晩
」

と

「
紫

紺
染

に

つ
い
て
」

は
、

前
者

が
大

正

十

三
年

頃
、

後
者

が

大

正
十

三
年

～

十

四
年

頃

に
清

書

さ

れ

た
と
推

定

さ

れ

て

い
る

だ

け

で
、

い
ず

れ

も

正
確
な

時

期

は

わ

か
ら

な

い
」

の
箇

所

は
、

「「
祭

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(17
)

の
晩
」
と

「
紫

紺
染

に

つ
い
て
」

の
成

立
時

期

は

は

っ
き

り

し
な

い
け

れ

ど

も
,
大

正
十

三
年

頃

に
は

書
き

上

げ

ら

れ

て

い
た
可

能

性
が

強

い
」

賢
治
の
山
男
像



(原
文
横
書
き
)
と
な

っ
て
い
た
。

そ
し
て

「紫
紺
染

に

っ
い
て
」
に
関
す

る
根
拠
と

し
て
、

「
原
稿

の
第
四
葉
ま

で
は
作
者

の
自
筆
だ
が
,
第

五
葉

以
下
の
九
枚

は
大
正
十
三
年

二
月
か
ら
十
五
年

三
月
ま
で

の
あ

る
時
期

に
,
当
時
花
巻
農
学
校

の
生
徒

だ

っ
た
松

田
浩

一
が
,
賢
治

の
依

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(18
)
 

 

 

マ
マ
 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

(19
)

頼

で
筆
写
し
た

も

の
と

い
う
」
(
「校
本
宮
沢
賢
治
全
集
第
九
巻
,
校
異
,
40
,
筑
摩
書
房
,

㎜
.
」
〔
マ
マ
は
工
藤
〕)
と

い
う
事
柄
を
あ
げ

て
い
た
。
と

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
R

こ
ろ
が

こ

の
内
容

は
、
後

に

『
校
本
宮

澤
賢
治
全
集
第
十
四
巻
』
に
挿
入
さ
れ
た
正
誤
表

に
よ

っ
て
、
「十

三
年

二
月
か
ら
十
五
年
三
月
」
の
箇

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(⑳
)

所
が

「十
三
年
四
月
か
ら
五
月
」
と
改
め
ら
れ
た
。

(他

に
、

「松

田
浩

=

も

「川
村

(現
姓
長
坂
)
俊
雄
」
と
訂
正
。
)
即
ち

川
村
俊
雄
に
よ

る
筆
写

の
時
期
が
大

正
十
三
年
四
月
か
ら
五
月
と
限
定
さ
れ
た
わ
け

で
、

こ
の
方
が
多

田
幸

正
の

「大

正
十

三
年
頃
に
は
書
き
上
げ

ら
れ

て
い

た
可
能
性
が
強

い
」
と

い
う
説

に
都
合

は
よ

い
。

 
確
か
に
、
筆
写
す

る
た
め
に
は

「書
き
上
げ
ら
れ
て

い
」
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

し
か
し
、
川
村
俊
雄

の
筆
写
分
が
途
中

の
第
五
葉

以
下
と

な

っ
て

い
る

の
は
、
筆
写
さ

せ
た
後

に
冒
頭
部
分

か
ら
順

に
賢
治

が
書
き
直

し

て
行

っ
た

こ
と
を
意
味

し
よ
う
。
筆
写
さ

せ
る
前

の
原
稿

を

「大
正
十
三
年
頃
に
は
書

き
上
げ
」
た
と

し
て
も
、
第

一
～
四
葉

の
自
筆
稿

は
そ

の
後

に
書

か
れ
た

も

の
で
あ
ろ
う
。
そ
し

て
、
「古

び
た
写
本
」

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(21
)

の
内
容

の
箇
所

は
、
冒
頭
に
程
近

い
賢
治
自
筆
部
分
、
第

二
葉

か
ら
第
三
葉

に
か
け
て
書

か
れ

て
い
る

の
だ
。

こ
の
書
き
直
し
迄

の
間

に
、
『
山

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(b
)

の
人
生
』

の
山
姥
が
酒
を
買
う
話
を
摂
取
し

「古
び
た
写
本
」

の
話

と
し
て
新

し
く
組
み
入
れ
た
と

い
う
想
定
が

可
能

で
あ
ろ
う
。

6

■
■

『
廣

文
庫

』

 
も

う

一
つ
、

先
行

研
究

が
触

れ

て

い
な

い
参

照

典
拠

の
可
能

性

を

示

し
た

い
。

『
廣

文

庫

』

で
あ

る
。

 
安
藤

恭

子

に
、

「山
男

の
四

月
」

の

「山
男

の

「
外

見
」
」

他

に

関

し

て
、
『
遠

野
物

語
』

に

「散

見
さ

れ

る
」

の
は

「眼

・
顔
色

の
共

通
点

の

み

で
あ

っ
て
、
髪

に

つ
い

て
は
」

「
山
女

の
項

に
あ

る

の
み

で
あ

る
」

の
で
、



 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

ハ
と

 

そ

こ
で
資

料
を
広
げ

て
同

じ
く
柳

田
国
男

の

「
山
人
外
伝
資

料

(山
男
山
女
山
丈
山
姥
山
童
山
姫
の
話
)
」

(
「郷
土
研
究
」
大
2
、
3
、
4
、
8
、
9
)
を
試

み
に

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

ヘ   へ

開

い
て
み
る
と
、

「
乱
髪

」

(
東
武
談
叢
)
、

「
頭

の
髪
赤

く
ち

ゴ

み

て
」

(雪
窓
夜
話
上
)

と
髪

に

つ
い
て

の
共
通

の
特
徴

が
あ

ら
わ

れ

る
。

さ
ら

に

「
山
人
外

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

マ
マ

伝
資

料

」
に

は
、

「
山
男

の
四

月
」
冒
頭
部

の

〈兎
を

ね
ら

つ
て
い
た
が

山
鳥

が
と
れ
た
〉

と

い
う
山
男

の
行
動
と
類

似
す

る
話

が
掲
載

さ
れ

て

い
る
。

そ

れ

は

「彼
等

は

谷
川

の
魚

又
は
山
鳥
鈴
羊
等

の
肉

を
生

で
食

っ
た
ら

し

い
。

此
は

人

の
想
像

し
得

る

こ
と

で
あ

る
が
、

慌
な
史

料

も
あ

る

の
で
あ
る
。
」

と

い
う
柳

田

の
説
明

に
続

く

「
北
越
雑

記
巻

十
九
」

で
、
そ

の

一
節

に
は

「
其
形
裸
身

に

し
て
長

は

八
尺
ば

か
り
、
髪

は
肩

に
垂
れ
眼

の
光
星

の
如

し
。

手
に

兎

一
ワ
提
げ

て
静

か

に
歩

み
来
る
。
」
と
あ

る
。

柳

田

の
説

明
も
含

め
、

山
男

の
食

料
、
獲
物

を

手
に
登
場
す

る
様

は
本
作

の
冒

頭
部

を
彷

彿

と
さ

せ

る
史

 
 

 
(盟
)

料

で
あ

る
。
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

(傍
点

安
藤

、

マ

マ
は

工
藤
)

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  
ソ

と

い
う
指

摘

が

あ

る
が

、
直

接

参

照

の
よ
り
強

い
可
能

性

と

し

て
、
『
廣

文
庫

』

の

「や

ま

を
と

こ
」

(振
漢
字
省
略
、
以
下
同
様
)

の
項

の
記
述

を

挙
げ

た

い
。

次

の
通

り
。

7

 
 
 
 
 
 
 
 
 

金
晦
出

遽
山
著
聞
集
、後
編
、塁

(此

の
山
ま

ハ
山
夫
と

い
ふ
も
の
あ

り

て
、
人
を

み
る
と
其
の
人
を
よ
ぷ
事

こ
だ
ま
の
如
し
、
お
㌧

い
く

と
二
聲
三
聲

つ
団
け
て

呼

ぷ
時

ハ
、杣

人
と

て
も
あ
セ
て

＼
山
を
遁

下

る
な

り
、
お
お
い
と

一
こ
ゑ

あ

る
こ
と

ハ
折

々
あ
れ

ど
、
是
れ

ハ
少
し

も
障
な

し

、
二
盤

三
聾

ハ
、
決

し

て
引
き

つ
れ

て
行
方

ゑ
ら
中
成
行

く
も

の
、
む

か
し

も
今
も

か
宅

る
こ
と
な
し
、
其

の
形

ハ
入
間

ユ
三
壇
倍

ほ
ど
ま
て
、
飢
れ
髪

長

き

こ
と
腰

を
描
ぎ

さ
り
、
年
窟

か

き

ハ
髪

赤
黒
し
、
髪

の
白
け

て
艶
な
き

ハ
定

め
し
年

つ
も
り

さ
る
齎

な

る

べ
し
、
木

の
葉

を
繋

ぎ
て
箕

の
如

く

嘉
て
身

ユ

つ
け

さ
り
、
膿

ハ
す

べ
て
毛
だ
ら

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

(%
)

け
ユ
て

い
と

お
そ
ろ
し

く
、
折

々
小
蹴

を
携

へ
や
く
事

あ
れ
バ
、
そ
れ

ら

の
物
を
常

ユ
喰

ふ
と
み
え

さ
り
、

[後

略
]
 

 

 

 

(l
l
線

工
藤

、

以

下
同
様
)

 

「
よ

り
強

い
」
と

判
断

し

た
理

由

は
、

(安
藤

恭

子

の
指

摘

す

る
)

「山

人
外
伝

資

料

」

の

「乱
髪

」
他

の
三

つ
の
箇

所

は
、
出

所

が
ば

ら
ば

ら

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(盟
)

で
あ

る

(掲
載
誌
の
発
行
年
で
最
大
四
年
の
隔
り
が
あ
る
)
の
に
、
右

は
丁
度

そ
れ

ら

に
相

当

す

る
内

容

が

近
接

し
て

一
所

に

現
わ

れ

て

い
る

か
ら

、

賢
治

の
山
男
像

/



 
 

 

 
 

 
 
  
 

と

い
う

こ
と

で
あ

る
。

(
「髪
赤

黒
し

」
だ

か

ら
少

し
違

う

と

い
う
批

判

に
対

し

て
は
、

別

の
箇

所

に
ず

ば

り

「赤

髪

」

と

い
う

文
字

も

見
え

る

 
 

 

 
 

 
 

 

 
  
 

こ
と

を

言

い
添

え

て
お

く
。
)

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

(31
) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(蹴
)

 
武

田
直

子

は
、

「
〔祭

の
晩

〕
」

の
山

男

の

「草

履

を

は

い
た

大

き

な

足
」
が

「
民
間
伝

承

に

見
ら

れ

る

山
男

の
特
徴

に
合

致

す

る
」
証

拠

と

し

て
、
『
遠

野
物
語

』

を
、

次

の
よ
う

に
傍

線

を

付

し

て
引

用

し

た
。

目
国
国
、
小
國
村

の
何
某
と
云
ふ
男
、
或

日
早
池
峰

に
竹
を
伐
り
に
行
き

し
に
、
地
竹

の
彩
し
く
茂
り
た
る
中

に
、
羽

矧

一
人
寝
て
居
た
る
を
見
た
り
。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(紹
)

地

竹

に
て
編

み
た
る

三
尺
ば
カ
り

の
 

 

を
脱
ぎ

て
あ

り
、
仰

に
臥

し
て
大
な

る
軒

を

か
き

て
あ

り
き
。

ル
ー

ツ

で
あ

る
可
能

性

を
示

し

て

い
る
と

言

え

よ
う
。

が

、

こ

の
草
履

の
話

は
、

「山

の
人
生

(二

八
ご

(『
山

の
人
生
』

に
も
)

に
も
、

山

の
人

生
(
二
八

)

椀

田

國

男

8



と

あ

り

、

『
廣

文

庫

』

に

も

、

[前
略
]
予
グ
竹
馬
の
友
石
川
何
某
先
年
木
曾
方
ま
て
在
勤
を
な
し
、
年
々
深
山

へ
入
り
さ
る
時
、山
男

の
草
鮭
と
云
ひ
樽
う

る
物

の
捨
て
あ
る
を
二
度
見

さ

b
、
蘂
ユ
て

ハ
な
く
藤
の
皮
ユ
て
造
う
さ
る
物
ユ
て
珍
敷
品
也
、
今
な
ら

パ
拾

ひ
來
り
人
ユ
も
見
せ
申
す

べ
き
ま
、
若
き
節

愈
ゑ

心
な
く
見

捨
來
り
し

ハ
残

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(訪
)

念

と

の
事

也
、
其

の
大

さ
佛
足
服
機

ユ
て
き
給
う

て
賞
し

か

る

べ
・さ
縄

ユ
見
請
け
し
と

い

へ
り

、

[
後
略

]

9

と

出

て

い
る
。

三

つ
共

に
典
拠

の
可
能

性

あ

り
だ

が
、

特

に
草
履

「
の
大
さ

」

を

「佛

足

」

に
讐

え

た

『
廣

文

庫
』

の
記

述

が
賢

治

の
心

に
焼

き

付

い
た

の
で

は
な

い
だ

ろ

う

か
。

こ

こ
か

ら
、

賢

治

に
、

山
男

11
仏

の
化
身

と

い
う

考

え

が

閃
き

、

(賢
治

は
、
)

「亮

二
」

に
、

「佛

足

」

に

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
(お
)

対

す

る
お
奏

銭

と

し

て

「し

や
が

ん

で
、

そ

の
男

の
草

履

を

は

い
た

大

き

な

足

の
上

に
、
だ

ま

っ
て
白

銅

を

置

」

か

せ

た
、

又

は
仏

足
頂

礼

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

(37
)

(11

「佛

の
足
に
ぬ
か
づ
き
て
禮
拝
す
る
こ
と
。
佛
教
に
於
て
最
も
丁
重
な
る
敬
禮
法
な
り
」)
を

さ

せ

た

(そ
う

い
う
気
持
を
込
め
て
描

い
た
)

の
で
は
な

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(
g
)

い
だ

ろ

う

か
、

と
想

像
す

る

こ
と

は
飛
躍

に
過
ぎ

る

で
あ

ろ
う

か
。

 
多

田
幸

正

は
、

「山

人
外
伝

資
料

」

に
引

用
さ

れ

て

い
る

「周
遊
奇

談
」

の
文
章

を

引

用

し
、

次

の
よ

う

に
述

べ
た
。

賢
治
の
山
男
像



 
 

「祭

の
晩
」
と
の
関
連
を
示
す
二
点
目
は
、
㊨
の

『
周
遊
奇
談
』。
の
中

の

「甚
だ
正
直
な
る
者
」
と

い
う
記
述

で
あ
る
。
山
男

の
性
格
を
表
現
し
た
言
葉
と

 
 
し
て
、
貴
重
だ
が
、
こ
の
性
格
規
定
が
亮
二
の
お
じ
い
さ
ん
の

「山
男
と

い
ふ
も

の
は
、
ご
く
正
直
な
も
ん
ん
だ
」
と

い
う
断
言
や
、
亮

二
自
身

の

「悪

い

 
 
人
で
な
い
。
却

っ
て
正
直
な
人
な
ん
だ
」
と
い
う
捉
え
方
に
符
合
す
る
の
は

い
う
ま
で
も
な

い
。
と
く
に
お
じ
い
さ
ん
の

「ご
く
正
直
な
も
ん
だ
」
と
い
う

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

マ
マ

 
 
記
述

は
、
『
周
遊
奇
談
』

の
表
現
に
き
わ
め
て
近

い
。

こ
の
ほ
か
、
や
は
り

『
周
遊
奇
談
』
か
ら
引

い
た
も

の
の
中
に

「尤
も
悪
き

こ
と
は
せ
ず
、
至

っ
て

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(41
)

 
 
直
な
る
由
な
り
」
と
い
う
よ
う
な
類
似

の
表
現
の
あ
る
こ
と
も
付
け
加
え

て
お
く
。

[後
略
] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(
マ
マ
は
工
藤
)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(魂
)

 

妥
当

な
指

摘

と
思

う

が
、

実

は

『
廣

文
庫
』

に
も

、

「山

人
外

伝
資

料
」

の
引
用

し

て

い

る

「周
遊

奇

談

」

の
話

と

ほ
ぼ

同

じ

(少
し
字
句

・

内
容
に
異
同
が
あ
る
)
引

用

文
が
載

っ
て
い
る

の
だ
。

「山

人
外

伝
資

料

」

の
引

用

し

て

い
る

の
に

相
当

す

る
部

分
を
全

文

次

に

示
す

。

10

周
遊
奇
談

、
鉄

(
豊
薗
國
中

漆
領

の
山
賎

な
ど
奥

山

よ

り

木

を
伐
出

す

と
き
ユ
、
馬

牛
通

ひ

が
さ
き
所

(
此

の
山

男
と

い
ふ
も
の
ユ
頼

み
、
山

の

口
ま

で
出

ざ
せ

る
ユ
甚

ざ
便

な

う

と

そ
、
予
廻
歴
之
節
炭

焼
け

る
山

ユ
て
た

層

一
度

見
さ

り
、
こ

ハ
後

ユ

い
ふ

ぺ
し
、
ま
つ
右
中
津

領

の

山

男

ハ
大

か
さ
長

六
尺

ま
さ

商

き

ハ
六
尺

四
五
寸
も
あ

る

べ
し

、
太

り
あ
り
て
力
量

至

つ
て
張
き

も
の
な
う
、
そ
れ

ユ
右

の

ご
と

く

材

木
を
負
宅

せ
出
す

ユ

一
向

人
と

言
語

を

な

さ
す

、

唯
此
方

の
い

ふ

こ
と

ハ
聞
分

く

る
と

み
え

さ
り

、
此

の
木
を
山

口
の
何
と

い
ふ
所
ま

で

い
ざ
し
く
れ

よ
、
そ
の

ち
ん
ユ
此

の
に
ぎ
り
飯
を

一
っ
逡
す

べ
し

と

約
束

す

、
ま

さ

も
し
此
の
太

二
本
持

さ

バ
ニ

つ
や
ら
ん

と

い

ヘ
バ
、
其

の
ぞ
ご

ユ

よ

り

て
此

の
木

を
持

ち
見

る
、
二
本
持

て

る
と

お
も

ヘ
バ
ニ
本

】
所

の

よ

し
ユ
そ
ご

へ
よ
せ

る
な

り
、
是
至

つ
て

お
そ
し

、
惣
身

人
ユ
同

じ
く

て
毛
多
し
、
尤

も
裸

な
り
下
帯

と

て
も
な
し

、
男
女

ゑ

る
し

ハ
あ

れ

ど
股

の
あ
さ
リ

ハ
こ

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

①

と

ユ
毛
深

く
、
記

讐
眼
色

と
大
小

ユ

て
女
男
を

辺

か

つ
な
り

、
甚

ざ
正
直

な

る
も

の
ユ
て
、
約

を
違

ふ
れ

バ
大

ユ

い
か
り
、
大
木

さ
り
と

て
も
み
ぢ
ん

ユ
な
し

て

此

の
人
を
忘
れ
す

、
若
し

重
ね

て
逢

ふ
事

あ
れ

バ
、
無

二
無

三

ユ
飛
付

き

て
牛

死
牛
生

エ
な
す
串

な

り
、
ほ

か
ユ
も

あ
ら
す

、
に
ぎ
も
飯

二

つ
と

い
ふ
を

一
つ
遣

宅
し
杯

ゑ
さ
る
折

か
ら

也
、
此

の
様
子
有

模
蝦
夷
人

ユ
ひ
と
し

か
ら

ん
歎
、
山

内
ユ

て
往
來

の
所
限

り

あ

る
と
見
え

さ
う
、
其
所
よ
リ

ハ
す

こ
し
も
里

へ
い

 で
す
、岩
角
或

ハ
谷
川

い
か
や
う
の
所
ユ
て
も
@
さ
り
く

と
歩
む
、
川
深
け
れ
バ
牛
の

ご
と
く

っ
む
り
の
見
え

ぬ
川
も
、底
を
半
地
の
ご
と
く
あ
㊨
み
行
く



な
り

、
牛

右

の

ご
と
し
、
男

(
大
方
肥

え

て
色

青
黒
し
、
又
山
女

ハ
其

の
.形
男

と

ハ
大

ユ
異

な
り
、
木

の
葉

ま

さ
木

の
皮
て

い
の
も

の
を
割
b

て
む

し

ろ

の
ご

と
く
編

綴
り
、
そ
れ

を
身

ユ
ま

と
ふ
也
、
色

青
白

し
、
男

よ

り

ハ
丈
も
少
し

ひ
く
し
、
痩

せ
さ

る
か
さ
な
り
、
こ
れ

(
中

々

一
寸

ハ
人

の
眼

ユ

か

、
れ

ど
そ
で

へ

よ
ち
す
、
い
か
や
う

の
場

所
ユ
住

ひ
島
居

る
や
ゑ

る
も
の
な
し
、
セ
ま
ー

猟

人
な

ど
深

山

の
窟
な

ど
ユ
睡
り
居

る
を
見

る

こ
と
あ

り
と

そ

、
國

ユ
よ
り

て

ハ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

②

住
む
國
と
住
ま
畠

、山
ユ
も
よ
る
や
有
無
学
竃

が
さ
し
、仙
人
な
ど
、
ハ
や
う
す
暴

る
も
の
な
り
、
鰍

鑓

厭
銘

鐙

褥

擁

鯵

麓

麓

沸
鶉

癩
本

生
食

類

ハ
何
を

な
す
と

お

も

ふ
ま
、
お
ほ
く
木

の
實

ま
さ
鳥
鰍
も

そ
れ

み
＼

の
取

物

を

こ

し

ら

へ
生
物

を
食

す

、
或

ハ
其

の
皮

を
著

も
ゑ
敷

き

も
す

る
と

見
え
さ
り
、鳥
毛
も
ゑ
か
な
う
、
つ
な
ぎ
尤
ふ
ぢ
か
づ
ら
を
さ
き
孫
の
ご
と
ゑ

て
な
す
こ
と
な
b
、
故
ユ
歯

ハ
男
女
と
も
ユ
至
つ
て
自
し
、
獄
融
獣

飢
轄

蔚

鰐

繁

か
し
甚
ざ
稼
れ
さ
る
匂
あ
る
よ
し
、

但
し
お
の
れ
炭
焼

小
屋
ユ

覆

を
あ
か
せ
し
折
か
ら
見
さ
る
ハ
、
出
朋
國
仙
北
と
い
ふ
所
よ

り
水
な
し
銀
山

あ

に

安
丹

と

い
ふ

へ
、
常
陸
内

と

い
ふ
山

ご
え
し

て

近
道
を
癒

か
ん
と
ゑ

て
道
踏

ま
よ

ひ
、
そ

こ
ユ
と

ま
り
し
な

り
、
此

所

の
山
男

ハ
形

欺
豊
前

ユ
同
じ

な
れ

ど
力

量
も

ゑ
れ

す
、
木

も
炭

も
石

も
何

ま
て
も
負

ひ
も
せ
す
、
唯
を

り
く

其

の
小
屋

へ
來

り
食
時

な

ど

の
時

分

を
考

へ
來

る
と
な
り
為
⑳
ゑ
ユ

め
し

杯

是
れ

も

に

ぎ
う

撞
宅

せ
バ
よ

ろ

こ

び

て
持

ち

ゑ

り
ぞ
く

、
人

の
見

る
所

ユ
て

ハ
食

せ
す
と
な

ん
、
い
か
に
も
カ

ハ
あ

り
さ
う

な
り
、
も
の
い
宅
す
、
の
さ
ー

立

廻
り
歩

善

な
り
譲

裂

壕

こ
ハ
蓋

の
な
ら
巻

と
曼

て
、
中
津
の
や
暑

と

ハ
山
男

の
状

ハ
同
じ
か
れ
y
・墜

し
、
.}れ
も
右
の
如
く
な
さ
バ
随
分

人

ユ

使
宅

る

＼
な
る

べ
し
、
蝦
夷

の
化
す

る
よ
ひ

と
し
か
ら
ん

ウ
、
こ
＼
ユ

て

ハ
山
女

ハ
見
え

す
ま

さ
さ

た
も
な

し
、

11

 

賢

治

は
、 

 

線

部

①

の
内

容

を
逆

転

さ

せ

て

「
正
直

な

る
」

山

男

に
、

「此

の
人

[11
亮

二
]
を
忘

れ

ず
」
、

「
約
」

東

通

り
、

「大

木
」

を

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(44
)

「
み
ち

ん

に
な
」

さ

せ

て

「太

い
薪

」

を

作

ら
せ

た

の
で
は
な

か

ろ
う

か
。

た
だ

、

同

{
内

容

だ

か

ら
、

典

拠

の
可

能
性

は
両
方

に
あ

る
。

そ

こ
で
、
1

線

部

②

を
見

て
頂

き

た

い
。

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

(萄
)

1

線
部
②
中

の

「木

の
實
」
が
山
男
が

「持

っ
て
き
た
」

「栗
」
と
照
応
す
る
わ
け
だ
が
、
実
は

こ
の
中

の

「鳥
獣
も
そ
れ
ぐ

の
取
物
を

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

と
り
け
も
の
 
 
 
 
 
 
 
 
 
え
 
も
の
 
 
 
 
(46
)

こ
し
ら

へ
」

の
部
分
が

「山
人
外
傳
資
料
」
で
は

「鳥
獣
そ
れ
く

の
得
物
を
求

め
」
と
な

っ
て
い
て
、
意
味

の
取
り
に
く

い

(と

い
う
よ
り

 殆
ど
意

味

を
な

さ

な

い
)

記
述

で
あ

る

の
に
対

し
、

『
廣

文
庫

』

の
方

は
、

ず
ば

り
、

賢
治
の
山
男
像



「さ

う

さ

、

木

の
枝

で
狐

わ
な

を

こ
さ

え

た

り

し
て

る
さ
う

だ

。

か
う

い
ふ
太

い
木

を

一
本

、

ず

う

っ
と

曲
げ

て
、

そ
れ
を

も

う

一
本

の

枝

で
や

っ
と
押

へ
て
置

い
て
、

そ

の
先

へ
魚

な

ど
ぶ

ら

下
げ

て
、

狐

だ

の
熊

だ

の
取

り

に
来

る
と

、
枝

に

あ

た

っ
て
ぱ

ち

ん

と

は
ね

か

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(47
)

へ
っ
て
殺

す
や

う

に
し

か

け

た

り

し

て
ゐ

る
さ

う
だ
。
」

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(h
)

の
典
拠

た

る
資

格

を

有

し

て

い
る
と

言

え

る

の
で
は

な

か
ろ

う

か

(「
こ
し
ら

へ
」
と

「
こ
さ
え
」
と

い
う
殆
ど
同

一
と
言

っ
て
い
い
語

の
類
似
も
あ
る
)。

最

後

に
も

う

一
箇

所

、
『
廣

文

庫
』

よ

り
引

こ
う
。

百
物
語

、
五
鶴

(遠

州
秋
秦

の
山
奥

な

ど
ユ

ハ
山
男

と

い
ふ
も

の
あ

り
て
、
折

り

ふ
し
出

つ
る

こ
と
有

り
、
杣

山
賎

の
重
荷

を
負

ひ

泥

す

け
て
里
近

く
迄

家

り

て

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

ハ
山

中

工
庚

れ

り
、
家

も
な

く
從

類

け
ん

ぞ
く
も

な

く
、
常

ユ
す

ま

ふ
所

さ
ら

ユ

ゑ

る
 

な
し

、
賃

鏡

を
興

ふ
れ

ど
も
と
ら
す

、
只
さ
け
を

こ
の
み

て
輿

ふ
れ

パ

悦

び

つ
＼
呑

め
り
、
も

の
こ

し

更
ユ

辺
か
ら
ざ
れ

バ
唖

ユ
を
し

ふ
る

ご
と
く
す

る
ユ

、
其

の
さ
と
り
得

る

こ
と

至

つ
て
宅

や
し
、
始

も
玖

ら
す

絡
も

潮
ら
す

、

せ

い

の
高

さ
六
尺

よ
り

ひ
く

き
ハ
な

し
、
山

氣

の
化

し

て
人

の
形

と
な
り

さ

る
な

り
と
云

ふ
説
有

り
、
昔

同
國

ゑ
ら
く

ら
村
と

い
ふ
所

ユ
叉
藏

と

云

ふ
者

あ

り
、
病
.人
有

ウ

て
書
を
呼

び
ユ
行

く
と

て
、
谷
ユ

ふ
み
宅

づ
し

て
落

入
り

け

る
ゲ
、
樹

の
根

ユ

て
足
を

い
さ

め
あ

⑳
む

こ
と
能

宅
す
し

て
、
紀

に
の
底

ユ
居

さ

り
し

ケ
、
山
男

い
つ

こ
と

も
な
く

出
來

り
て
又
藏

を
負

ひ
、
屏

風

を

π
て
さ

る

ゲ
如

き
所
を

や
す

く

と
登

り
て
、
贅
師

ヶ
門

口
迄

い
さ
り

て

か
き

け
す

ヶ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
③

ご
と
く
工
う
せ
さ
り
、
又
藏

ハ
う
れ
し
さ
の
除
り
是

れ

ユ
謝
せ
ん
と
さ

、
え
ユ
酒
を
入
れ
て
、
か
の
谷
ユ

い
さ
る
ユ
、
山
男

二
人
迄
出

て
是
れ
を
の
み
大

い
工

悦
び
て
去
り
し

と

そ
、
此

の
事
古
老

の
い
ひ
傳

へ
て
今
ユ
彼
の
地
ユ
て

ハ
累

る
人
多
し
、
合

壁
故
亭
と

い
へ
る
書
ユ
木
客
と
あ
る
ハ
則
ち
山
劣
の
こ
と
な

り
、木
客

ク
詩

ユ
「
酒
鑑
き
て
君
沽

ふ
こ
と
莫
れ
、壷
傾
き
て
我
れ
當

ユ
開
く

べ
し
、
城
市
鴛

塵
多
し
、
山
ユ
還

つ
て
明

月
を
弄
ご
ん
、と
有
り
、
さ
す
れ
バ
も

ろ
こ
し
の
山
男

ハ
、
す

こ
し

ハ
學
才
も
あ
り
て
詩
な
ど
を
も
作
る
と
み
え
さ
り
、
秋
葉

の
奥

の
山
男

ハ
丈
竃
ユ
し
て
只
酒
亡

ク
リ
呑
み
ゐ
る
と
素
ら
る
、
丈

盲

ユ
し
て
酒
ど

う
う
呑
み
ぷ
ら
っ
き
で
居
ん
よ
リ

ハ
、
ほ
そ
も
と
で
工
て

も

地
み
ち

ユ
か
せ

ぎ
さ
ら
ん
ユ

ハ
、
よ
き
商
人
と
も
な
り

ぬ
ぺ
し
、今
や
世
間
ユ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(面
).

も
山
男
多
く
あ
れ
ど
も
2

足
飛
よ
ど
か
儲

せ
ん
こ
と
の
み
を

宅
か
り
て
畏
範

ゲ
嘗

昏
、
い
ま
ざ
手
ユ
も
入
ら
ざ
る
先
ユ
奢
る

ゲ
故

ユ
世

ユ
出

つ
る
亭
な
し
、
)

12



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(51
)

 
1

線
部
①
③

の
山
男
が
酒
好
き

で
あ
る
と

い
う
記
述
が
、
「紫
紺
染

に

つ
い
て
」
の
山
男
が

「
し
き
り

に
か
ぶ
り

か
ぶ
り
と
お
酒

を

の
」
む

 

 
 

 
 

 
 

(砲
)

「
ア

ル

コ
ー

ル
中
毒

」
者

で
あ

る
よ

う

に
描

か
れ

て

い
る

こ
と

の
典

拠

の
可
能

性

が

あ

ろ
う

、
と

い
う

こ
と
を

言

い
た

い
わ

け

で
あ

る

が
、

こ

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

マ
マ 
 
 
(駆
)

の

「百

物

語
」

の
話

と

殆

ど
同

一
内

容

(少
し
字
句
に
異
同
あ
り
)

の
話

が
、

出
典

を

「桃

山

人
夜

話

五
」
と

し

て

「山

人
外
傳

史

料

」

に
、

「桃

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

(騒
) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(酪
)

山

人
夜

話

巻

三
」

と
し

て

『
山

の
人

生
』

に
出

て

い
る
。

そ

し

て
後
者

(11

『
山

の
人
生
』
に
出
て
い
る
話
)

に

っ
い
て

は
、
既

に
鈴

木
牧

雄

・森

 

 
(蕊
×
i
)

井
弘
子
に
指
摘
が
あ
る
。
だ

か
ら
、
酒
好
き
と

い
う
点

に
限
れ
ば
、

三
点
と
も
典
拠

の
可
能
性

は
同
等
と

言
え
る
。
-

線
部
②

に

「山
男
も

 

 
 

 
 

 
 
 

 

(59
)

ず

ゐ
ぶ

ん
賢

い
も

ん
だ
な

」

の
典

拠

の
可
能
性

を

見

た

い
の

で
あ

る
が
、

こ
れ
も

同
断

で
あ

る
。

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

マ
マ

 

と

こ
ろ

が
実

は
、
『
廣

文
庫

』

の
引

用
文

は
、

「山
人

外
傳

史

料

」
及
び

『
山

の
人
生
』

に
記

さ

れ

て

い
な

い
部

分

を
含

ん

で

い
る

の
だ

。

「合

壁
故

事

と

」
以

下
終

り
迄

が

そ
れ

で
あ

る
。

賢

治

は

こ

の
箇

所
を

読

ん

で
、

「紫

紺
染

に

つ
い
て
」

の
山

男

を

「
「知

っ
て

〔〕
置

く

べ
き

日
常

の

 

 
 

 
 

 

(60
) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(61
)

作

法

。
」

と

い
ふ

本
」

も
読

む

こ
と

の
で
き

る
詩

人

(「お
日
さ
ま
が
お

つ
く
り
に
な
る
の
で
す

」)

に
仕

立

て
、
且

っ
、
最

後

に

「紫

紺

に

つ
い

て
」

 

 
 

 
 

 
 

(肌
)

「
一
生

懸
命

思

ひ
出

」
さ

せ

て
、

「酒

オ

う
り

呑

み

ぶ
ら

つ
き

て
居

」

る

山
男

と

い
う

悪
評

を

返

上
さ

せ

た

の
で

は
な

か

ろ
う

か
。

13

 

 
『
廣
文
庫
』
は
、
山
男
に
関
す
る
デ

ー
タ
が

一
所
に
集

め
ら
れ
、
『
廣

文
庫
』
の
み
が
示
す
情
報
も
含

め
て
山
男
情
報
虎

之
巻

の
観
を

呈
す
る
。

賢
治
が
活
用
し
た
可
能
性
が
強

い
の
で
は
な
か
ろ
う
麗

・

〔注
]

(
a
)

こ
れ
と

ほ
ぼ

同
じ
話

が

「遠

野
物

語
拾

遺
」

一
〇

〇
に
出

て

い
る
。

次

の
通
り

(上
部
の
小
見
出
し
を
省
略
)
。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ロ

ロ
O

O

 

青

笹

村

の

某

と

い

ム

者
.あ

る

日

六

角

牛

山

に

行

つ

て

マ
グ

の

木

の

皮

を

剣

い

で

居

る

と
、出

し

挨

け

に

後

か

ら

呼

ぶ

者

が

あ

る

の

で
、驚

い

て

振

向

い

て

児

れ

ば
、π

け

七

尺

も

あ

ら

う

か

と

思

ふ

男

が

立

つ

て

居

て
、自

分

の

木

の

皮

賢
治
の
山
男
像



を

剥

ぐ

の

を

威

心

し

て

見

て

ゐ

だ

の

で

あ

つ

だ
。さ

う

し

て

其

木

の

皮

を

何

に

す

る

か

と

訊

く

か
ら
.
恐

る

恐

る

そ

の

用

途

を

話

し

て

き

か

せ

る

と
.そ

ん

だ

ら

お

れ

も

剥

い

で

す

け

る

と

言

つ

て
、
マ
ダ
の
木

を

へ
し

折

う

皮

を

剥

ぐ

こ

と
、恰

も

常

人

が

草

を

扮

る

檬

で

あ

つ

陀
。
忽

ち

に

し

て

充

分

に

な

つ

た

の

で

某

は

も

う

よ

い
と

謂

ふ

と
、今

度

は

大

男
、傍

の

火

で

あ

ぶ

つ

て

置

い

差

餅

を

指

ざ

し

て
、少

し

く

れ

と

謂

ふ
。某

は

う

な

つ

い

て

見

せ

る

と
、無

蓮

慮

に

皆

食

う

て

し

寮

つ

π
。さ

う

し

て

言

ふ

こ

と

に

は
、あ

㌦
う

ま

か

つ

た
。來

年

の

今

頃

も

お

前

は

又

來

る

か
。若

し

來

る

な

ら

お

れ

も

來

て

す

け

て

邉

ら

う

か

ら
、叉

餅

を

持

つ

て

來

て

く

れ

と

言

つ
π
。某

は

後

難

を

恐

れ

て

も

う

來

年

は

來

な

い
と

答

へ

る

と

大

男
,
そ

ん

だ

ら

餅

を

三

升

ほ

ど

掲

い

て
、何

月

何

日

の

夜

に

お

前

の

家

の

庭

に

掛

し

て

置

い

て

く

れ
、
そ

し

カ

ら

お

前

の

家

で

一
年

中

入

用

だ

け

の

マ
ダ

の

皮

を

持

つ

て

行

つ

て

遣

る

か

ら

と

言

ム

の

で
.そ

れ

迄

も

噺

り

き

れ

す

に

約

束

を

し

て

捌

れ

て

來

泥
。其

翌

年

の

約

束

の

臼

に

な

つ

て
、餅

を

掲

き

小

餅

に

取

り

膳

に

供

へ

て

庭

上

に

椴

く

と
、果

し

て

夜

ふ

け

に

庭

の

方

で
、

ど

し

ん

と

い

ふ

大

き

な

音

が

し

π
。翌

日

早

朝

に

出

て

見

れ

ば
、凡

そ

馬

に

二

駄

ほ

ど

の

マ
ダ

の

皮

が

あ

つ

て
、も

う

其

餅

は

見

え

な

か

つ

た

と

い

ふ
。此

話

は

今

か

ら

二

代

前

と

か

の

幽

來

事

で

あ

つ

だ

と

い

ふ

が
、今

の

代

の

主

人

の

曾

だ

若

年

の

頃

ま

で

は
、毎

年

の

約

束

の

日

に

は

必

す

マ

ダ

の

皮

を

持

つ

て

來

て

く

れ

だ

も

の

で

あ

つ

π
。
そ

れ

が

如

何

し

允

も

の

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(6
)

か

此

三

十

年

ば

か

う
、幾

ら

餅

を

供

へ

て

置

い

て

も
、も

う

マ

ダ

の

皮

は

蓮

ば

れ

な

い

こ

と

に

な

つ

た

と

い

ふ
。
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「庭

の
方

で
、
ど

し
ん
と

い
ふ
大
き
な

音
が

し
た
」
と

い
う

言
葉

遣

い
は
、

よ
り

「
〔祭

の
晩
こ

の
そ
れ

と
似

て

い
る
。

が
、
『
遠

野
物

語
増
補

版
』

の
刊
年

(昭
和
+
年
)
が
賢

治

の
死
後
だ

か
ら

、
直
接

の
影
響

関
係

は
あ

り
得

な

い
。

続
橋
達

雄

に

「餅

と
交
換

に

マ
ダ

の
木
皮

を
む

い
た

り
」
と

い

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(7
)

う
指
摘
が
あ

る
が
、

「賢
治

を
と

り
ま
く
環
境

の

一
端

が
窺

え
」
と

い
う
と
ら
え
方

で
、

(当
然

乍
ら
)
直

接
参
照

し
た

風

に
は
言

っ
て

い
な

い
し
、
境

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(8
)

忠

一
も

「
〔祭

の
晩
こ

の
場
面
が

「拾

遺
第

百
話

の
、

[
中
略

]
と

い
う
場
面

を
思

い
起
さ

せ
る
」

と

い
う

言

い
方

で
の
み
言

及
し

て

い
る
。

 

こ
れ

に
関

し
て
、
青

山
和
憲

が
次

の
よ
う

な
指
摘
を

し
て

い
る
。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

マ
マ

境
忠

一
氏
が

「
『
遠

野
物
語
』

と
賢
治

の
山
男
も

の
」

(桜

楓
社
刊

『
宮

沢
賢
治

論
』

所
収

[
マ
マ
は
工
藤
]
〉

に
お

い
て
、
夙

に
柳

田

の

『
遠

野



物
語
拾
遺
』
第

一
〇
〇
話
と
賢
治

の

「祭

の
晩
」
の
末
尾
が
著
し
く
類
似
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
し
か
し
、
『
遠
野
物
語
拾
遺
』

の

出
版

は
賢
治
没
後
の
昭
和
十
年

で
あ
り
、
ま
た
同
書
に
収
録
さ
れ
て
い
る
話

の
多
く
は
、
『
遠
野
物
語
』
以
降
に
喜
善
が
雑
誌
等
に
発
表
し
た
遠

野
の
伝
承
記
録
を
、
多
少
語
り
口
を
改
め
て
再
録
し
た
も
の
で
あ
る
。
第

一
〇
〇
話
は
、
大
正
二
年

『
郷
土
研
究
』
誌
に
発
表
し
た

「遠
野
雑
記
」

十
四
と
全
く
同
内
容

で
あ
る
か
ら
、
そ
の
再
録
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
賢
治

の

「祭

の
晩
」
の
末
尾
部
分
が
他
者
の
著
述
か
ら
何

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(9
)

ら
か
の
影
響
を
被

っ
て
い
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
喜
善

の

「遠

野
雑
記
」
十
四
を
措
い
て
他
に
な

い
。

「
「遠

野
雑

記
」

十
四
」
め
内
容

(参
考
の
為
、
全
文
)
を
次

に
、
初
出

の

『
郷

土
研
究
』

か
ら
引
用

し

て
お
く

(青
山
和
憲
は

「遠
野
市
立
博
物
館

『
佐

々
木

 
 
 
 
 
 

(10
)

喜
善
全
集
』
第
二
巻
」
よ
り
引
用
し
て
い
る

〔
こ
の
全
集
工
藤
未
見
〕。
字
句
の
異
同
が
あ
る
)
。

資
新

汲
報

誉

O
逡
野
雑
記
 
 
(+
四
懸
畔
鯖
徹
響
構
殊
難

あ

 

ひ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ 
へ
 
う 
へ

る

日
六

角

牛

山

に

行

つ
て

マ
ダ

の
木

の
皮

を

は

い
で

ゐ

る

 

 

 

 

 

う
し
る
 
 
 
だ
れ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 お
ど
ろ

 

 

だ
し
ね
ゆ

と

、

突

然

に
後

か

ら

誰

か

に

呼

び

か

け

ら

れ

だ
。

驚

い
て

 

 

 

 

 

 

な
け

ふ

う

む

く

と

、

丈

七

尺

除

も

あ
ら

ん

と

思

ふ

大

男

が
立

つ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

か
ん
し
ん

て

ゐ

て

、

木

の
皮

を

は

ぐ

の
を

戚

心

し

て
見

て

ゐ

π

が
、

 

 

 

 

 

 

 

 

な
に
 
 
 
 
 
 
と
 
 
 
 
 
 
 
 
 
シ
ぞ
 
 
お
そ

絡

に
そ

の
木

の

皮

を

何

に
す

る
と

問

う

セ

o

某

は

恐

る
恐

 

 

 

よ
た
と
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
へ
 
も
 
 
 
 
 
 
 
 す

る
そ

の
用

途

を

答

へ
る

と

、

そ

ん

だ

ら

お
れ

も

は

い
で

助

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

を

け

る

と

雷

ふ

て
、

手

も

て

マ
ダ

の
木

を

へ
し

折
)

、
皮

を

 

 

 

 

あ
た
か
 
む
ヤ
う
じ
ん
 
く
ご
 
 
を
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 た
ち
を

は

ぐ

こ

と
宛

も

常

人

の
草

を

折

る
や

う

で

あ

つ
π
。

忽

ち

 

 

 

じ
ラ
ぷ
ん

に

し

て
充

分

に

な

っ
セ

の

で

某

は

も

う

よ

い

と

云

ふ
と

、

 

 

 

 

セ
の
い
へ 
 
い
き
 
 
 だ
い 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ま
へ

 

こ
れ

は

其
家

の
今

の

代

か

ら

二
代

ば

か

b

前

の

人

の

話

 

 

 

 

 

 

 

の
も
ま
い
ね
ん
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 じ
や
く
ね
ん
 
ご
ろ

で

あ

る

が

、

そ

の
後

毎

年
今

の

代

の

人

の

若

年

の
蛮

ま
で

 

 

や
く
を
く

は

、

約

束

し

た

日

を

さ

し

て

マ
グ

の

皮

を

持

つ
て

家

て

く

れ

た

。

そ

れ

が

ど

う

し

た

も

の

か
此

の
三

十

年

ば

か

h

は

 

 

 

も
ち
 
 
セ
な
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
こ

い
く

ら

餅

を

供

へ
て

お

い

て
も

マ
ダ

を

持

つ

て
來

な

く

な

つ

た

と

の

こ

と

で

あ

る

。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

に
の
ヘ
ロ
さ
ほ
ウ

 

こ

の
話

に

よ

く

似

た

の

が

二
戸

郡

浮

法

寺

村

に

あ

る
。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

と
 
ち
う

浄

法

寺

村

字

野

田

の

某

,

あ

る

日
曲

へ
行

く

と

途

中

で
大

 

 

み
ち
つ
れ

男

と
道

伸

に

な

つ
陀

。

大

男

が

お
前

の

し

よ

つ
て

ゐ

る

も

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

も
ち
 
 
な
ぶ

の

は

何

だ

と

云

ふ

て

、

持

つ
て

ゐ

た

餅

を

弄

り

た

が

つ
て

掛

儲

が

な

か

つ

た

・

で

某

は

餅

だ

と

云

ふ
と

・
そ

ん
だ

ら

少

し

で

い

、
か

ら

く

れ

と

言

ふ

泥

。

分

け

て

や

る

と

雰

常

 

と
ろ
こ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 い
へ 
 
 
 
も 
も

に

喜

ん

で

、
お

葡

の
家

で

は

は

あ

田

を

う

つ

陀

か

と

云

ふ
。
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カ
ぽ
を
と
こ
 
 
 
 
 
 
 
を
ほ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
も
ち
 
 
ゆ
び

大

男

こ
ん

ど
は
傍

の
火

で

あ
ぶ

つ
て
徽

い
た
。
儲

を
指

さ

 
 

す
こ

し

て
少
し

く
れ

と
言

ふ
。
某

は
う
な

つ

い
て
見

せ
る
と
、

ギ
 
ゑ
ん
り
よ

 

 

 

 

み
な
く

無

遽

慮

に
轡

食

ふ

て
し

ま

つ
セ

。
そ

し

て
言

ふ

こ
と

に

は

、

 

 

 

 

 

 

 

 

ら
い
ね
ん
 
 
い
セ
と
ろ
 
 
 
 
ま
ヘ 
 
ニ
 
 い

あ

、
う

ま

か

っ
だ

。

來

年

の
今

頃

も

お
繭

は

此

虜

に

來

る

 

 

 

 

く
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
セ
 
 
 て
 
っ
だ

か

、

も

し

家

る
な

ら

お
れ

も

家

て

手

樽

つ

て

や

ら

う

か
ら

ま
な
も
ち
 
 
も
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
こ
う
ヒ
ん

又
餅

を
持

つ
て
來

て
く
れ
と
。

某
は
後

難
を
恐
れ

て
、
も

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

も
ち

う
來

年
は
家

な

い
、

と
云

ふ
だ
。
大
男

、
そ
ん
だ
ら

餅
三
升

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

に
は

ほ
ど

つ
い
て

お
前

の
家
の

庭

に
何
月
何

日
の
夜

お
い
て
く

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
に
ム
よ
ラ

 
 

 
 

 
 

 
 

 
い
へ

れ
、

そ
し

セ
ら

お
削
の
家

で

一
年
中

入
用
だ
け

の

マ
ダ

の

か
は
 
 
も
 
 
 
 
 い
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
こ
ム
わ

皮

を

持

っ
て

行

つ
て

や

る

か
ら

,
と

言

ふ

の

で

某

も
噺

り

 

 

 

 

 

 

 

やく
モ
く
 
 
わ
か
 
 
 
 
 

 
よ
く
ね
ん

き

れ

す

そ

の
事

を

約
束

し

て
別

れ

π

。

そ

の
璽

年

に

な

り

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
よ
る
 
 
 も
ち

何

月

何

日

(
惜

し

い
事

に

は

月

田

を

忘

れ

た

)
の
夜

、
餅

を

 

 

こ

も
ち
 
 
 
 
 ぜ
ん
 
 そ
な
 
 
 
に
に
 
 
 
 
 
 
 
 
よ

み

つ
き

小

餅

に

と

り
膳

に
供

へ
て
鷹

に

お
く

と

、

夜

更

け

に

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

カ
と
 
 
 
 
 
 
 
 
 よ
チへあ
さ
さ
う
く

磨

の

方

で

、

ど
し

ん

と

云

ふ
看

が

し

セ

。

翌

朝

早

々
起

き

 

 

 

 

 

 

 

お
よ
 

う
ユ
 

た

て

田

て
見

れ

ば

、

凡

そ

馬

二

駄

ほ

ど

の

マ
ダ

の
皮

が

あ

つ

 

 

 

 

も
のり

て

、

そ

の
餅

は

無

か

つ
だ

。

 

 

つ

ま

だ

打

泥

な

い
と

云

ふ
と

、

そ

ん

だ

ら

打

て

や

る

か

ら

何

月

何

日

の
夜

、

三

本

鍬

と

一
緒

に
餅

を

三

升

ほ

ど

つ

い
て

 

 

 

い
へ 
 
お
 
 
く
ろ

お
葡

の

家

の

田

の
絆

に

お

け

、

お

れ

が

行

っ

て
う

つ

て

く

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

カ
も
し
ろ
 
 
 
 カ
ら
 
 
 
 し
よ
り
ち

れ

る

と

云

ふ

の

で

、

某

も

面

白

い
と

思

ふ

て
承

知

し

だ
。

 

 

 

 

 

 

 
く
ろ
 
 も
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
よ
く
あ
さ
い

其

夜

餅

を

つ

い

て
噂

へ
持

つ
て

行

つ
て

お

い
π

。

翌

朝

行

 

 

み
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 も
と
 
 
く
ろ
 
 
 
 
 
 カ
 
 
 
 
も
も

つ
て

見

る

と

、

三

本

鍬

は

元

の

絆

の
虜

に
置

い

て

餅

は

も

 

 

 

 

 

 

 

 

、
旗
 
 
 
 
 
,

つ
て

行

き

、

い

か

に

も

田

は

よ

く

打

つ

て

お

い

て

く

れ

た

が
・
甲
乙
の
響
魔

?

譲

に
う
ち
の
め
し
だ
の
で
,
大

 

 

く
ゐ
 
ロ

な
 
 
く

え
つ
 
わ
か
 
 
 

カ
こ

小

の
絆

と
自

他

の

偏

別

も

分

ら

す

に

起

さ

れ

て

ゐ

π

。

そ

 

 

 

 

た
び
く

 
 
 
 
 
 
 
 
あ
 
 
 
 
 
 
と
も

 

の
ち

の

後

某

は
度

々
そ

の

大

男

と

逢

つ
た

。

友

だ

ち

に

な

つ
た

 

 

 

 

 

 

ぬ
ぴ
 
 
も
も
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 こ
ユ

 

 

や
ま

の

で

山

へ
行

く

度

に

餅

を

は

陀

ら

れ

て

困

つ
セ

と

云

ふ

ご

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

よ
 
 
 
に
ん
げ
ん

と

だ

。
大

男

の
云

ふ

に

は

、

お

れ

は

ひ

ど

く

善

い
人

聞

だ

 

 

 

 

 

か
りあ
 
わ
る
 
 
や
つ

が

、

お

れ

の
妻

は
悪

い
奴

だ

か

ら

見

ら

れ
な

い
や

う

に

し

 

 

 

 

 

 

 

を
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 あ
ま
 
 
み
る

う
と

、

度

ル
云

ひ
聞

か
し

だ

と

の

こ

と

で

あ

る

。

除

り
古

く

な

い
話

で

あ

る

ら

し

い
。

五

六

十

年

前

の

こ

と

だ

と

言

 

 

 

(11
)

ふ

て

ゐ
セ

。
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(傍

点

佐

々
木

)
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青
山
和
憲
に
よ
る

「「遠
野
雑
記
」
十
四
」
の
発
見

・指
摘
は
学
術
的
貢
献
度
が
高

い
と
言
え
よ
う
。
し
か
し
、

「を
措

い
て
他
に
な

い
」
と
迄
断
言

 

で
き
る
で
あ
ろ
う
か
。
参
照
典
拠
の
可
能
性
と
し
て
、
「
「遠
野
雑
記
」
十
四
」

の
優
勢
は
動
か
な
い
が
、
『
山
の
人
生
』
も
あ
わ
せ
参
照
し
て
い
た
可

 

能
性
が
全
く
無

い
と
は
言
え
ま

い
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(盟
)

(b
)
鈴
木
牧
雄
も

『
山

の
人
生
』
に
書
か
れ
た
山
姥

の
酒
買

い
の
話
に
言
及
し
、

「賢
治
が
伝
承
を
意
識
し
て
い
た
と
も
考
え
ら
れ
よ
う
」
と
述

べ
て
い



 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

マ
マ

 

る
。

又
、
青
山

和
憲
も
、

「柳

田

の

「
山

の
人
生
」

二
六

「
山
男
が

町

に
出

て
来

た
り

し

こ
と
」

に
、

山
姥
が
、

三
合

ほ
ど

の
徳

利

に
五
升

の
酒

を
入

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

(器
)

 

れ
さ

せ
た
と

い
う
類

似

の
話

が
見
え
る
」

(
マ
マ
は
工
藤
)
と

指
摘

し

て

い
る
。

(
c
)

こ
の
発
行
年
月

の
表

示
が
分

り
に
く

い
。

大

正
2
年

3
月
、
4
月

、
…

の
意

味

の
筈

で
あ

る
か
ら

「大

2
」

の
次

の
読
点

を
中

黒

に
し
た
ら

い
い
だ

 

ろ
う
。

尤
も
同
論
文

を
後

に
改

稿
収
録

し
た
安

藤
恭

子

『
宮
沢

賢
治

〈
力
〉

の
構
造
』

(
96

・
6

・
1
第

一
刷

未

見
 

96

・
7

・
2
第

二
刷

所

見
 

朝

 

文
社
)

 
二
六
頁

で
は
、

「大

正

二
、
三
、

四
、

五
、
九

年

く
一
九

=

二
、

一
四
、

一
五
、

一
六
、
二
〇

V
」

と
記
さ

れ

て

い
る

の
で
、
忠

告

は
的

は
ず

 

れ

か
も
知
れ
ぬ

が
。

又

「
9
」

で
終

っ
て

い
る
よ
う

に
書

か
れ

て
い
る

の
が
間
違

い
で
あ
る

の
は
、
先

に
出
典

注

(
5
)

で
多

田
幸

正
に
関

し

て
述

べ

 

た

の
と
同
断

で
あ

る
。

(
d
)
安
藤
恭

子
は
賢
治
が
直

接
参
照

し
た
と
言

っ
て

い
る
わ

け

で
は
な

い
。

「も

ち
ろ

ん

こ
の
こ
と

は
、

「遠

野
物

語
」
と

「
山
人
外
伝

資
料

」
が

「
山
男

 

の
四
月
」

の
原
典

で
あ

る
、
と

い
う
結
論

を
導

き

は
し
な

い
。

問

題
は

「
遠

野
物
語
」
だ

け
で
は
な
く
、
も

っ
と
多

く

の
要
素

が

「
山
男

の
四

月
」

の

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

(距
)

 

成
立

に
関
与

し
て

い
る
可
能
性

が
あ
る
、
と

い
う
点
だ

」
と
述

べ
て

い
て
、
拙

論
と

は
少
し
く
趣
を

異
に
す

る
。

(
e
)
安
藤
恭

子
指
摘

の

「其
形

裸
身

に
し
て
」

云

々
の
箇
所

を
含

む

「
山
人
外
伝
資

料
」

の
引
用

と
殆
ど
同

一
内

容

の
文
章

が
、
実

は

『
廣

文
庫
』

に
も

 

示
さ

れ

て
い
る

(但
し
、
出
典
を
異
に
し
字
句
の
異
同
も
あ
り
)
。

次

の
通

り
。

 
 

 

北
越
奇
談
、難

(
高

田
大
工

又
兵
衛

弟
某

、
西
山
本
ユ
鷹
之
れ
敏

旧
留
り
け

る
タ
、
あ

る
夜
愈

げ

る
私
用
あ
り

て
ひ
と
り
山

路
を
蹄

り
し

ユ
、
岨
道

の

 
 

 

引
回

り
さ
る
所

ユ
て
不
ゾ
慮
大
人
ユ
行
逢

ひ
さ
り
、
其

の
形
赤
身

ユ
し
て
長

入
尺
で

ウ
リ
、
髪
肩

ユ
た
れ

、
目

の
光

星

の
ご
と
く
、
手

ユ
兎

一
つ
を
提

 
 

 

げ

ゑ
つ
か
ユ
歩

行
來

る
、
大
工
驚

き

て
立
止
れ
バ
、か

の
大
人

も
驚

き

さ
る
さ
ま

ユ
て
立
止
り
し

ゲ
、
つ
ひ
ユ
物

も

い

宅

す

路
を
横

ぎ
り
て
山

ユ
登

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

(%
)

 
 

 

り
去
り

隠
と

い

ペ
リ
、
是
等

も

か
の
山
男
な

る

べ
し

、
)

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

(30
)

(
f
)

「赤
髪

」
と

い
う

言
葉

の
含

ま
れ

て
い
る

こ
の
箇

所

の
内

容

と
殆
ど

同

一
内
容

の
文
章

が

『
山

の
人
生
』

に
も

引
用
さ

れ

て

い
る

(但
し
、
出
典
を
異

 
に
し
字
句
の
異
同
も
あ
り
)
が
、
制
作
年
次

か
ら
、

「山
男

の
四

月
」
と

は
無
関
係

で
あ

る
。

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

そ
 

と
9
 
じ
や
う
ふ
愈
や
う
ぽ
さ
つ
 

 
あ
に
こ
と
ひ
と
 

 
 

 

す
な
は
 
わ
 

み
こ
れ

(認
)
 

 

 

 
 

ふ
8
や
う

(
9
)
常

不
軽
菩

薩
は
仏

の
過

去
世

の
姿

で
あ

っ
た
。

「
爾

の
時

の
常

不
輕

菩
薩

は
、
量
異

人
な
ら

ん
や

。
則
ち

我

が
身

是

な

り
」
・
「彼

の
時

の
不
輕

は

 

す
な
は
わ
 

み
こ
れ

(鐙
)
 
 

 
 
 

 

め
う
ほ
ふ
れ
ん
げ

倉
や
う
じ
や
う
ふ
8
や
う
ぼ

さ
つ
ほ
ん
だ
い
に
じ
ふ
(ω
)

 

則
ち

我
が
身
是
な

り
」

(傍
注
省
略
。

「妙
法
蓮

華

経

常

不

輕

菩

薩

品
第

二
十
」
)
。
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(
h
)

「
や
ま
を
と

こ
」

の
項

の
次

の
項
が

「
や
ま
を

ん
な
」

で
、

そ

こ
に
、

山
男

が
仕
掛

け
る
も

の
で
は
な

い
が
、

獣
を

取

る
装

置

の

こ
と
が

次

の
よ
う

 

に
記
さ

れ

て
い
る
。

ヒ
ン
ト
ぐ
ら

い
に
は
な

っ
た

か
も
知

れ
な

い
。

 
 

 

[
前
略
]
惣

じ
て
彼

の
邊

ユ

て

ハ
蒐

蓮
弓
と

い
ふ
も

の
を
作

り
て
鰍
を

取

る
事

な
り
、
け
も

の

＼
通

ふ
道

を

ウ
デ
と

い
ふ
、
其

の
道

を
考

へ
知
b

て

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
(弼
)

 
 

 

其
所

へ
弓
を
ゑ

か
け

置

く

、
縣

を
踏

め
バ
弓
機

し

て
貫
く
機
關

な
う

、
狼
猪

な

ど
も
皆
此

の
弓

ユ

て
多
く

取
得

る
と

そ
、
 

[
後
略

]

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

(49
)

 
 

な
お
、

山
崎

善
男

に

「狐

わ
な
」

に
関

す
る
考
察

が
あ

る
。

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

6
A57
)

(
i
)
森

井
弘

子
は
資

料
名
を

「柳

田
国
男

「山

の
人
生

24
/

(
「
ア
サ

ヒ
グ

ラ

フ
」

92
年
)

(原
文
横
書
き
)
と
記

し

て

い
る
が

、

粕
山

の
人
生

(
二
四
)
」
が

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ー
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(駆
) 
 
 
 
 
 

6

 

掲
載

さ
れ

た

『
ア
サ

ヒ
グ
ラ

フ
』
第

四
巻
第

廿
六
脈

の
発
行
年

月

日
は

「大

正
十

四
年

[
工
藤
注

二

九
二
五
年
]
六

月
廿

四
日
」

で
あ

り
、

「
92
年
」
は

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
ユ

 

刊
本

『
山

の
人
生
』

の
刊
年

で
あ

る
。

又
、
山
男

が
酒
好

き

で
あ

る
と

い
う
記
述

は
初
出

の

『
ア
サ

ヒ
グ

ラ

フ
』

に

は
載

っ
て

い
な

く

て
、
『
山

の
人

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

生
』

刊
行
時

に
増
補

さ
れ
た
部

分
で
あ

る
。

従

っ
て

「
(
「
ア
サ

ヒ
グ

ラ

フ
」

92
年
ご

と

い
う

出
典
表

示
は

二
重

に

お
か

し

い
。

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
-
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(63
)

(
・3
)
『
廣
文
庫
』

と
賢
治

の
関
わ
り

に

っ
い
て
は
、

別
稿

「
「
オ

ッ
ベ

ル
と
象

」

の
象

、

又
は
白
象

」

で
も
言

及
し
た
。

参
照

さ

れ
た

い
。

18

 

(
1
)
多

田
幸

正

「
「
祭

の
晩
」
と

「
山
人
外

伝
資
料

」
」

(作
品
名
に
キ

ッ
コ
ー
無
し
は
多
田
幸
正
の
記
述

の
ま
ま
。
多

田
幸

正

『
賢

治
童

話

の
方

法

』

〔平

8

・

 

9

・
30
 
勉
誠
社
〕

五
七
頁
)
。

(
2
)
以
上

、
同
右
、

五
八
頁
。

(
3
)
『
【
新
】
校

本
宮
澤

賢
治
全

集

第
+
巻

童
話
皿

本
文
篇
』

(
95

・
9

・
25
 

筑
摩

書
房
)

一
八

二
頁
。

以
下

同
書

よ
り

の
引

用

は
頁
数

の
み
示
す
。

又

 

同
全
集

を

『
新
校
十

本
文
』

と

い
う
風
に
略

記
し
発
行

所
名
を

省
略
す

る
。

(
4
)
柳

田
國
男

『
山

の
人
生
』

(大

15

・
11

・
15

郷
土

研
究

肚
)

二
四
四

～

二
四
五
頁
。

な
お
、

こ
の
引
用

は
、

原
本

か
ら

ス
キ

ャ

ニ
ン
グ

に
よ

る
画

 

像
処

理
を
施

し
た

も

の
で
あ
る

(『
山

の
人
生
』
か
ら
の
引
用
は
以
下
同
様
)
。

以
下
、
同
様

の
も

の
を

「
⑭
」

で
示
す
。

(
5
)

(前
出
)
多

田
幸

正

「
「祭

の
晩
」

と

「
山
人
外

伝
資

料
」
、

五

八
頁
。

な

お
、
多

田
幸

正
が

示

し

て

い
る

「
山

人
外

伝
資

料
」

の
書

誌

(
五

七
頁

)

 

中
、

「
大
正
三
年

」
は

「大

正
二
年
」

の
間
違

い
で
あ
り
、

又

「九

月
」

で
終

り

の
よ
う
に
記

し
て

い
る

の
も
間
違

い

で
、
も

う

一
篇

、

「第

四
巻
第

十



 
 

一
號
 
大

正
六
年

二
月

一
日
獲
行
」

(
原
誌

未

見
 
郷
土
会

(郷

土
研
究
会

)
編

『
郷

土

研
究

(全
六

冊
)
第

四
冊

(複

刻
版

)
』

〔昭

51

・
1

・
24

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

マ
マ

 
 

名
著
出
版
〕
所
見
 

当
該

号
裏
表
紙
に
よ

る
)

に
掲
載

さ
れ
た

分
が
あ

る

(但
し
標
題
は

「山
人
外
傳
史
料
」
)
。

(
6
)

柳

田
國
男

『
遠

野
物

語
増
補

版
』

(昭

10

・
7

・
31
 

郷

土
研
究

吐
)

二
〇

一
～

二
〇

三
頁
。

㊥

(
7
)

以
上
、
続
橋
達

雄

「
山
男

に

つ
い
て
」

(『
四
次

元
』
第

八
巻
第

二
号

通
巻

六
九

号

〔
昭

31

・
2

・
10
〕

六
頁
)
。

(
8
)

境
忠

一

「
「
遠

野
物

語
」

と
賢

治

の
山
男

も

の
」

(『
校
本
宮

澤
賢
治

全
集
 
第
九
巻
月
報
』

〔
74

・
1
 

筑
摩
書

房
〕

二
頁
。

の
ち
境

忠

一

『
宮
澤
賢

治

 
 

論
』

〔
昭

50

・
11

・
10
 

桜
楓
社

〕
収
、

=

二
〇

頁
。
後
者
で
は

『
遠
野
物
語
』
と
カ
ギ
が
二
重
に
な

っ
た
他
、
文
字
遣

い
の
異
同
が
あ
る
)
。

(
9
)
青

山
和
憲

「宮

澤
賢
治

の

《
山
男
も

の
》
1

そ
の
素
材
と
独
自
性
に
つ
い
て
の

一
考
察
1

(上
ご

(『
言
文
』

第

四
十
号

〔
93

・
1

・
31
 

福
島

大
学

 
 

教
育

学
部
国

語
学

国
文
学
会

〕

三
七
頁
)
。

(
10
)
同
右
、

四
三
頁
。

(
11
)
「資

料

及
報
告

」
欄
中

の
佐

々
木
繁

「遠

野
雑

記
」

「
(十

四
)
」

(署
名
は
最
終
文
末
に

「
(佐

々
木
繁
ご

と
あ
り
。
『
郷

土
研
究

』
第

萱
巻
第

九
號

〔大
2

・

 
 

11

・
10
〕

四
七
～
四
八

(
通
五
五
九

～
五
六
〇

)
頁
。

⑧

(
12
)
中
野
隆
之

「.
〔祭

の
晩
〕」
i

山
男
を
中
心
に
」
(初
出

『
っ
く
し
野
』
第

12
号

〔
89
 
福
岡
県
高
等
学
校
国
漢
部
会
福
岡
地
区
〕
未
見
 
中
野
隆
之

 
 

『
宮
澤
賢
治
童

話
作
品
論
集
』

〔
96

・
8

・
27
 
葦

書
房

〕
所
収

所

見
 

一
五
頁
)
。

 
 
 

武

田
直

子

↓
「
祭

の
晩
」

に
み
る
賢
治

の
山
男

に

つ
い
て
1
山
男
と
里
人
と
の
相
互
的
関
係

へ
の
変
化
を
た
ど
る
ー
」

(『
注
文

の
多

い
土
佐
料

理
店
』

第
6

 
 

号

〔
02

・
12

・
31
 
高
知
大

学
人
文

学
部
人

間
文
化
学

科

鈴
木
健

司
研
究
室
〕

七
～

八
頁
)
。

(
13
)
(前
出
)
柳

田
國
男

『
山

の
人
生
』

二

四
五
～

二
四
六
頁
。

(
14
)
以
上
、

一
八
四
～

一
人
五
頁
。

(
15
)
(前
出
)
多

田
幸

正

「
「
祭

の
晩
」
と

「
山

人
外
伝

資
料

』
」
、

八
二
頁
。

(
16
)

(前
出
)
柳

田
國
男

『
山

の
人
生

』

二
〇

一
～

二
〇

二
頁
。

(
17
)
多

田
幸

正

「賢
治
童

話
と
山

人
課
」

(『
湘
北

紀
要
』

第
14
号

〔平

5

・
3

・
31
〕

三
〇

頁
)
。

(
18
)
同
右
。

賢
治

の
山
男
像
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(
19
)
同
右
、

三
九
頁
。

(
20
)
以
上
、
『
校
本
宮

澤
賢
治

全
集
第

十
四
巻
』

(昭

52

・
10

・
30
 
筑

摩
書

房
〉

に
挿

入
さ

れ
た

『
校

本
宮

澤
賢
治

全
集
 
全
巻

正
誤
表

』

七
頁
。

(
21
)
『
新

校
十
六

(上
)

草
稿

通
観
』

(
99

・
4

・
25
)

一
九

一
頁
。

(
22
)
鈴
木
牧
雄

「賢
治

と
山
男

」

(『
ポ

ラ
ー

ソ
の
広
場
』

第

8
号

〔
86

・
5

・
28
 

駒
澤

大
学
宮

澤
賢
治

研
究
会

。
号
数
は
奥
付
に
表
示
な
き
故
、
背
文
字
に

 
よ
る
。
発
行
年
が
奥
付

で
は

「
一
九
八
六
年
」
と
な

っ
て
い
る
が
背
文
字
で
は

「
1
9
8
7
年
」
で
あ
る
。
こ
れ
は
奥
付
の
表
記
が
間
違

っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
〕
九
頁
)
。

(
23
)
青

山
和
憲

「宮
沢

賢
治

の

《
山
男
も

の
》

(中

)
1

そ
の
素
材
と
独
自
性
に
つ
い
て
の

一
考
察
1

」

の

「
注
8
」

(『
言
文
』

第

四
十

一
号

〔
94

・
-

・

 

31
 
福
島
大
学
教
育
学
部
国
語
学
国
文
学
会
〕
四
七
頁
)
。

(
24
)

以
上
、
安
藤

恭

子

「
「
山
男

の
四
月
」

論
1

な
ぜ
、
.山
男
」
は
登
場
し
た
か
ー

」

(
「
国

文
学

解
釈

と
鑑
賞

」

㎜

第

55
巻

6
号

〔平

2

・
6

・
1
〕

 

}
二
八
～

一
二
九
頁
)
。

(
25
)
同
右
、

一
二
九
頁
。

(
26
)

物
集
高

見

『
廣

文
庫

第
拾

九

珊
』

(大

5

・
12

・
1

未

見
 

大

15

・
7

・
15
再
版

所

見
 

廣

文
庫
刊

行
會

)

八
〇

二
頁
。

以
下
同
書
を

『
廣

』
と

略

 

記
す

る
。

@

(『
廣
』
か
ら
の
引
用
は
以
下
同
様
)

(
27
)

「鑑

髪
」

は

『
郷

土

研
究
』

第
壷

巻
第

壼
號

(大

2

・
3

・
10
)

四
四

(通

同

じ
)
頁
、

「
頭

の
髪
赤

く

ち

寸

み

て
」

は
同
第

四

巻
第

十

一
號

(大

 

6

・
2

・
1
 
初
出
未

見

 
〔前
出
〕
郷
土
会

(
郷
土
研
究

会
)
編

『
郷
土

研
究

(全

六
冊
)
第

四
冊

 

(複
刻
版

)
』
所

見
)
三

人

(通

六
七

八
)
頁
、

 
 
 

か
た
ち
ほ
だ
か
み

 
 
「其

形
裸
身

に
し

て
」

云

々
は
同
第
壷

省
第

六
號

(大

2

・
8

・
10
)

二
九

(通

三
四
九
)

頁
。

(
28
)
『
廣
』

八
〇

一
頁
。

(
29
)
同
右
、

八
〇
〇
頁
。

(
30
)

(前
出
)
柳

田
國
男

『
山

の
人
生
』

一
七
六
～

一
七
七

頁
。

(
31
)
武

田
直

子
は
題
名

も
キ

ッ

コ
ー
無
し

の

「祭

の
晩
」
と
書
き
、
作

品
本
文

の
引
用

も
現

代
仮

名
遣

い
と
な

っ
て

い
て
、
引
用

の
底

本
が

示
さ

れ

て
い

 

な

い
。

今

は

一
応

『
新
校
』

よ

り
引

用

し
て
お
く
。

(前
出
)
『
新
校

十
本

文
』

一
八

一
頁
。

(
32
)

(前
出
)
武

田
直

子

「
「
祭

の
晩
」

に
み
る
賢

治

の
山
男
に

つ
い
て
ー
山
男
と
里
人
と
の
相
互
的
関
係

へ
の
変
化
を
た
ど
る
ー
」
、

四
頁
。

20



(
33
)

武

田
直

子

は
引
用

の
底
本
を

示
し

て

い
な

い
の
で
、
武

田
直

子

の
引

用

し

て
い
る
ま
ま

を
写

し

て
示
し
た
。

同
右

、

五
頁
。

な
お
原

本

(複
刻
本
)

 

で

は
、
柳

田
國

男

『
遠

野
物
語
』

(書
名
は
複
刻
原
本
奥
付
に
記
載
な
き
故
、
巻
頭
に
よ
る
。
初

刊

明

43

・
6

・
14
 

費
捌
所

・
聚
精

堂

未

見
 
名

著
複

刻
全

 

集

近
代

文
学

館

・
編
集
委
員
会

/
代
表
者
 

稲
垣
達

郎
編

『
柳

田
國

男
著
 
遠

野
物

語
 

聚
精

堂
版

』

〔
昭

43

・
9

・
10
 

刊
行

・
日
本
近
代

文
学

館

 

発
売

元
・
図
書

月
販
〕
所

見
)

二
七

～

二
八
頁
。

(
34
)

引
用

は
、
柳

田
國
男

「
山

の
人
生

(
二
八
)
」

(『
ア
サ

ヒ
グ

ラ

フ
』
第

五
巻
第

四

號

〔大

14

・
7

・
22
〕

五
頁
)
。
@
。

(前
出
)
柳

田
國

男

『
山

の
人

 

生
』

な

ら

「
二
八
 

三

尺
ば

か
り

の
大
草
履

の
事
」

と

い
う
章

題

で
、

二

=

二
～

二

一
五

頁
だ
が
、

言
葉

・
内
容
が
増

補
さ

れ

て
い
る
。

(
35
)
『
廣
』

八
〇

一
～
八
〇

二
頁
。

(
36
)

以
上
、

一
八

一
頁
。

(
37
)
織

田
得
能

『
舗
仏
教
大
僻

典

(縮
版
)
』

(大

6

・
1

・
5

未

見
 

昭
5

・
11

・
15
縮
版

所

見
 
大
倉

書
店

)

一
五

六
〇
頁
。

(
38
)
島

地
大

等

『
妙
法
蓮
華

経
』

(書
名
は
奥
付
に
よ
る
。
扉

・
背
文
字
で
は

「蠣
懸

の
角
書
あ
り
。
大
3

・
8

・
28

未

見

 
昭
3

・
2

・
15
二
十

八
版

所

見

 

 

明
治
書
院

)

四
九

七
頁
。

(
39
)

同
右
、

五
〇

一
頁
。

(
40
)

同
右
、

四
九

一
頁
。

(
41
)

(前
出
)
多

田
幸
正

「
「
祭

の
晩
」

と

「
山

人
外
伝
資
料
ヒ

、

六
八
頁
。

(
42
)
久

米
長

目

「
山
人
外
傳
資
料

(山
男
山
女
山
丈
山
姥
山
童
山
姫
の
話
)
」

(『
郷
土

研
究
』
第
壷

巻
第

七

號

〔大

2

・
9

・
10
〕

三

一
～

三

二

〔通

四

一
五

 

～
四

一
六
〕

頁
)
。

(
43
)
『
廣

』
八
〇

三
～
八
〇

四
頁
。

(
44
)

一
八
二
頁
。

(
45
)

以
上

、
同
右
。

(
46
)

(前
出
)
久
米

長
目

「
山
人
外
傳

資
料

(山
男
山
女
山
丈
山
姥
山
量
山
姫

の
話
ご
、
三

一
～

三

二

(
通
四

一
五
～

四

一
六
)
頁
。

(
47
)
 
一
八
二
頁
。

賢
治
の
山
男
像

21



(
48
)
『
廣
』

八
〇

六
頁
。

(
49
)
山
崎
善

男

「作

品
研
究

「祭

の
晩
」
」

(作
品
名
に
キ
ッ
コ
ー
無
し
は
山
崎
善
男
の
記
述

の
ま
ま
。
『
賢

治
研
究

』
91

〔平

15

・
9

・
25
〕

三
～

五

〔通

四
八

 

六
五
～

四
八
六
七
]

頁
)
。

(
50
)

『
廣
』

八
〇

四
～
八
〇

五
頁
。

(
51
) 
一
八

八
頁
。

(
52
)
 
一
八
九

頁
。

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

マ
マ

(
53
)
久
米

長

目

「山
人
外
傳
史

料
」

(初
出

『
郷

土
研
究
』

第

四
巻
第

十

一
號

未

見
 

(前
出
)
郷
土
会

(郷
土

研
究
会

)
編

『
郷

土

研
究

(
全
六

冊
)
第

 

四
冊
 

(複

刻
版
)
』
所
見
 

三
八
～
三
九

〔
通
六
七

八
～
六

七
九
〕

頁
)
。

(
54
)

ハ前
出
)
柳

田
國
男

『
山

の
人
生
』

一
八
六

～

一
八

七
頁
。

(
55
)

(前
出
)
鈴

木
牧

雄

「賢
治

と
山
男
」
、

五
～
六
頁
。

(
56
)
森

井

弘
子

「宮

沢
賢
治

「紫

紺
染

に

つ
い
て
」

の
研
究
1

主
人

公
を
中

心

に
ー

(『
東

大

阪
短
期

大
学

研
究
紀

要
』

第

19
号

〔
94

・
1

・
25
〕

四
六

 

頁
)
。

(
57
)

同
右

。

(
58
)
『
ア
サ

ヒ
グ

ラ

フ
』
第

四
巻
第

廿
六
號

(大

14

・
6

・
24
)

五
頁
。

(
59
) 
一
八

二
頁
。

(
60
) 
一
八

六
頁
。

(
61
) 
一
八
七

頁
。

(
62
)

以
上
、 
一
八
九
頁
。

(
63
)

工
藤

哲

夫

「「
オ

ツ
ベ

ル
と
象

」

の
象
、

又
は
白
象

」

(『
女

子
大

國
文
』
第

百
三
十

四
号

〔平

15

・
12

・
30
〕

四
六
～

五
〇
頁

)
。
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