
女
子
大
國
文
 
第
百
三
十
五
号
 
平
成
十
六
年
六
月
三
十
日

〈安
全
な
場
所
〉
の
崩
壊

「ゆ
く
雲
」

に
於
け

る
手
紙

の
意
味

峯

村

至
津

子

「
ほ

こ
ろ
び
が
切
れ
」
た
心
の
行
方
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か

つ
て

「ゆ
く
雲
」
を
論
ず

る
際

に
、
『
東
京
パ

ッ
ク
』
第
七
巻
第
十
七
号

(明
治

四
四

・
六

・
一
〇

有
楽
社
)

に
掲
載
さ

れ
た

一
枚

の

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ハ 
り

絵
を
取
り
あ
げ

た

こ
と
が
あ

っ
た
。
縫
物

に
専
念
す

る
女
性
と
、
書
物
を
手
に
し
、
視
線
を
宙

に
さ
ま
よ
わ
せ
る
女
性

と
を
並

べ
た
そ

の
絵

は
、

女
性

の
対
照
的
な
生
き
方

を
描
き
出
し

つ
つ
、
同
時

に
、
当
時

の
女
性
を
め
ぐ
る
認
識
を
も
、
よ
く
表
わ
し
て
い
た
と
言
え

る
。
縫

い
物
に
勤

し
む

こ
と
が
女

の
義
務

で
あ
る
が
、
そ
れ
と
は
異
な

る
道
を
選
び
、
学
問
を
し
て
、
権
利
を
自
覚
す
る
よ
う
な
女
性
も

い
る

の
だ
、
と

い
う

こ

と
が
た
だ
単
に
表
わ
さ
れ

て
い
る
だ
け
で
は
な
く
、
そ
れ
ぞ
れ

の
生
き
方
を
選
ん
だ
女
性

の
、
各

々
の
心

の
あ
り
よ
う
に
対
す

る
当
時

の
認
識

ま

で
も
が
伝
わ

っ
て
く
る
よ
う
な
絵
で
あ

っ
た
。
縫

い
物

に
余
念

の
な

い
女
性

の
絵

は
、
背
景

の
色
が
薄

い
せ

い
か
全
体
的

に
明

る
く
、

こ
の

女
性
も
自
ら

の
手
許
を
し

っ
か
り
と
見

つ
め

て
お
り
、
そ

の
視
線

に
揺

る
ぎ

は
感

じ
ら
れ
な

い
。

そ
の
た
め
、

〈縫

う

こ
と
〉

(家
事
)
主
体

の

生
活

に
不
安

を
抱

い
て
い
る
よ
う

に
は
見
え
ず
、
極
め

て
安
定
し
た
印
象

の
絵

で
あ

る
。

そ
れ
に
対
し

て
も
う

一
方

の
絵

の
方

で
は
、
本
を
手

に
し
て
は
い
る
も

の
の
、
女
性

の
目
は
本

の
上
に
は
注
が
れ

て
お
ら
ず
、
空
を
彷
復

い
、
焦
点
を
結
ん

で
い
な

い
。
背
景

の
色

の
濃
さ
と
も
相



侯

っ
て
、

全

体
的

に

不
安
定

で
暗

い
印
象

の
絵

と
な

っ
て

い
る
。

こ

こ
に
は

、
常

識
的

な
生

き
方

が

精
神

的

安

定

を
、

そ

こ

か

ら
逸
脱

す

る

こ

と

が

不

安

や

恐

れ

を

、
女

性
に
も

た
ら
す

で
あ

ろ
う

と

い
う

認

識

が
描

か
れ

て

い
る

と
思
わ

れ

る
。

そ

し

て
、

こ

の
絵

に
描

か
れ

て

い
る

よ
う

な

不
安

や

恐

れ

の
感

情

は
、

一
葉

自
身

が
体

験

し
た

も

の
で
も

あ

っ
た
。

 

注

1

の
拙

稿

で
は

、
当
時

の
女

性

を

取

り
巻

く
規

範

の
代

名

詞

と

も
言

え

る

〈縫

物
〉

と
、

学
問

と

の
対
立

を
意

識
す

る

一
葉

自
身

の
文
章

を

二

つ
取

り

あ
げ

た
。

一
つ
は

明
治

二
十

二
年

の
執

筆

と
推

定

さ

れ

る

雑
記

、

も
う

一
つ
は
、

明
治

二
十

六
年

、
竜

泉

寺

町

へ
転

居

し

て
間
も

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

ハ 
ロ

な

い
頃

の

日
記

「塵

之
中

」
の
、

自

伝

的
記

述

の
中

の

一
節

で
あ

る
。

両
者

は

共

に

〈縫
物

〉

に
象

徴

さ

れ

る
生

き
方

と
、

そ

こ
か
ら
逸

脱

す

る

も

の
と

し

て

の

〈文

机

に
向

か

う
生

き
方

〉
と

の
葛

藤

を

描

き
出

し

て

い
る
が

、
そ

の
語

り
方

に

は
あ

る
違

い
を

見

出
す

こ
と

が

で
き

る
。

そ

の
違

い
と

は
、

前
者

で
は
、
そ

の
葛

藤

が

〈自

分
自

身

の

こ
と
〉

と

し

て
で
は
な

く

、

「哀

お

の
こ
な

ら
ま

し
か
ば

と

か

こ

つ
も
有

べ
し
」

(あ

あ

、

男

だ

っ
た

ら

よ

か

っ
た
の

に

…
…

と
嘆

く
者

も

い

る
だ

ろ
う

)

と

い
う

ふ

う

に
、

一
般
論

的

に
語

ら

れ

て

い
た

の
に

対

し
、

後
者

で
は
、

そ

の
葛
藤

は
明

確

に

〈自

分
自

身

の

こ
と
〉

と

し

て
語

ら

れ

て

い
る
と

い
う

点

で
あ

る
。

 

前

者

の
雑

記

に
描

か

れ

て
い

る
、
女

が
何

か

を
学

ん
だ

り

小
説

を

書

い
た

り

し
よ

う

と
し
た
時

に
、
常

に
気
兼

ね

し
な

け
れ

ば

な

ら

な

い
「
人

の

い

は

ん

こ
と

」

(周

り

の
人
が

あ

れ

こ
れ

言

う

で
あ

ろ
う

こ
と
)
、

そ

う

い
う

世
間

の
視
線

に
さ

ら
さ

れ

る

こ
と

に
よ

っ
て
生

ま

れ

る

「
う

し

ろ

め

た

」

さ

。

文

壇

デ

ビ

ュ
ー

は

ま
だ

先

だ
が

、

「小
説

な

ど

か
く

も

よ
け

れ
ど

」

と
あ

る
よ

う

に
、

〈小

説
家

〉

と

い
う
道

が
視

野

に

入

っ
て

き

て

い
た

一
葉

は

、

そ

れ
が
、

例

え
ば

次

の
よ

う

な

言
葉

と
常

に
向

か

い
合

わ
ざ

る
を
得

な

い
道

で
あ

る

こ
と
を

、

既

に
十

分

に
意

識

し
て

い

た

に
違

い
な

い
。

 

 

(前
略
)
殊
に
文
学

の
道
に
入
り
、
文
壇

に
立

つ
て
男
子
と
優
劣
を
争
ふ
が
如
き
は
最
も
避
く

べ
き
事
な
り
、
通
常

の
人
情
と
し
て
女
子
の
著
作
を
軽
蔑
し
、

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

ま

 

 

頓
着

せ
ず
、
斯
る
待
遇
に
逢

は
ゴ
男
子
と
錐
も
堪

へ
難
か
り
、
況
し
て
や
感
情
鋭
き
女
子
に
し
て
な
ど
か
悲
愁
に
沈
ま
ざ
る
べ
き
、

(後
略
)

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

(香
軒

「女
子
文
学
者
」
『
女
学
雑
誌
』
第
二
二
四
号

〈明
治
二
三

・
八

・
二
 
女
学
雑
誌
社
〉

一
四
頁
。
)
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(安
全
な
場
所
〉

の
崩
壊



女

が

文
壇

に
立

つ
こ
と

で
引

き

受

け
ね

ば

な

ら
な

い
侮

蔑

と
嘲

笑

。

避

け

ら
れ

な

い
悲
憤

。

そ
う

い
う
も

の
を
意

識

し

つ

つ
、

し

か
し

そ

れ
を

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

ヘ  ヘ  へ

日
記

と

い
う

プ

ラ
イ

ベ
ー

ト
な

場

に
於

い
て
も
、
〈自

分

の
小
説

家

志

望

と

そ

れ
に
伴

う
苦

し
み

と
不
安

〉
と

い

っ
た

か

た
ち

で
書

く

こ
と

は
な

く
、

一
般

論

的

な

記
述

で
ぼ

か
し

て

い
る

こ

の
と

き

の

一
葉

は
、

自

分

の
内

に
あ

る
欲
求

を
、

ど

う

に
も

抑

圧

し
き

れ
な

い
も

の
と

し

て
明

確

に
認

め

、

そ

の

こ
と

を
自

分
自

身

に
突

き

つ
け

よ

う
と

す

る
姿

勢

に

は
、

ま

だ
欠

け

て

い
る

よ
う

に
見

え

る
。

し

か

し
、

「塵

之

中
」

の
文

章

で
は
、

そ

う

い
う

姿
勢

が
鮮

明

に
打
ち

出

さ

れ

て

い
る

と
言

っ
て

よ

い
。

こ

こ
で
は
、
自

分

の
欲

求

の
ま

ま

に
生

き

が

た

い

「女

の
身

」

を

嘆

く
と

い
う
よ

り
も
、

「さ
れ
ど
も
猶
夜
ご
と
く

文
机

に
む
か
ふ
事
を
す

て
ず
」
と

い
う
よ
う
に
、
学
問
を
続
け
た

い
と

い
う
自

分

の
欲
求

の

火

が
、

家

事

と
裁

縫

に
明

け
暮

れ

る
日

々
の
中

で
な

お
消

え

ず

に
燃

え

続

け
た

の
だ

、

と

い
う

こ
と

の
方

を

強

調
す

る
文

脈

に
な

っ
て

い
る
。

こ

こ
に

は
、

常

識

的

な
生

き

方

の
中

に
埋

没

し
き

れ
な

か

っ
た
自

分

を

肯
定

し
よ
う

と
す

る
意

図

が

、
明

ら

か

に
看

取
さ

れ

る

の
で
あ

る
。

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

へ 
り

 

日
記

に
於

け

る

そ
う

い
う
変

化

を
経

て
、

注

1

の
拙

稿

冒

頭

で
引

用

し

た
随

筆

「雨

の
夜

」

で
は
、

〈縫

う

こ
と
〉

が
身

近

に

あ

っ
た
昔

を

恋

う
、

と

い
う
枠

組

み

の
中

で
は

あ

る
も

の

の
、

〈縫

物

〉

と

隔

た

っ
て

い
る
今

の
自

分

の
日
常

を

、

公
表

す

る
文
章

の
中

に
描

き

出

し

て

い

る

の
は
、

次

に
示

す

よ

う

な
文

章

と
同
時

代

の
も

の
と

し

て
見

た
場

合

、
注

目

し

て
よ

い
こ
と

で
あ

る
。

博

文

館

発

行

の
岸

上
操

『
日
用
百
科

全
書
第
四
編
 

家

政

案

内
』

(明

治

二
八

・
八

・
二
〇
)

に
は
、

女

性

が

も

の
を

書
く

こ
と
と

〈女

子

の
本

分
〉

に

つ
い

て

の
次

の
よ
う
な

発

言

が

見

ら

れ

る
。

 

 

西
洋

の
さ
る
大
学
者

の
云
ひ
け
る
、

「女
子
を
し
て
文
学
者
た
ら
し
む
る
も
、
女
子
の
数
を
減
ず
る
の
み
に
し
て
、
文
学
者

の
数
を
増
す

こ
と
な
し
、
え
う

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

くわ
だ
っ

 

 

な
き
事
に
こ
そ
」
と

い

へ
り
、

こ
は
女
子
は
普
通

の
教
育
を
受
け
て
、
人
に
嫁

し
て
は
家
を
治
む
べ
き
が
当
然
な
る
に
、
徒
ら
に
女
博
士
た
ら
ん
と
企

る

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

も
ち
ぽ
へ

 

 

と
も
、
多
く
は
さ
せ
る
大
学
者
に
も
得
な
ら
で
、
女
子

の
本
分
た
る
家
政

の
道

に
は
、
な
か
く

に
疎
く
な
れ
る
が
多
き
を
誠
め
た
る
言
葉
ぞ
か
し
、

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
(
一
九

一
～

一
九
二
頁
。
)

 

 
 

 
 

 
 

く
に

そ

こ

で
は

「我

が

邦

の
紫

式

部

、

英
吉

利

の

フ

ヲ
ー

セ

ツ

ト
夫

人
な

ど

」

「女

子

の
文
豪

と

も

学
者

と
も

い

へ
」

る

人

々
に

し

て

も
、

著

作

そ
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の
も

の
の
価

値

に

よ

っ
て
評
価
さ

れ

る

の

で
は
な

く
、
「女

子

の
本

分

を

尽

し
、
女

子
た

る

べ
き
道

を
守

り

、
さ

て
そ

の
上

に
文
学

に

も
勝

れ

た

れ

ば

」

と

い
う

、

文
学

以
前
に
ま

ず

「
女

子

の
本

分
を

尽
し

」

た
と

い
う
理
由

に
よ

っ
て

か
ろ

う

じ

て
非
難

を

免

れ
、

そ

し

て
そ

う

い
う

二
人

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

ヘ  ヘ  ヘ  へ

に
は

、

「女

子

の
英

雄

豪

傑

に
し

て

、

非
常

の
人
と

い
ふ

べ
き

の
み

」

と

い
う

レ

ッ
テ

ル
が

貼

ら
れ

る

(
一
九

二
頁
)
。

そ

の
後

に
続

く

文
章

で

は
、

こ
れ

ら

〈非
常

の
人
〉
と
、

〈わ

れ

わ

れ
普

通

の
人
〉

と

の
間

の
越

え
が

た

い
溝

が

強

調
さ

れ

る
。

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

や

 

 

(前

略
)
吾
も
人
も
望
む
ぺ
き
上

か
は
、
普
通

の
人
に
し
て
非
常

の
人
を
学
ば
ん
と
も
、
な
ど
か
非
常

の
事
を
す
べ
き
、
巳
み
な
ん
か
し
、
ゆ
め
女
子
た

 

 

る

こ
と
を
忘
る
べ
か
ら
ず
、
そ
れ

も
専
門
に
透
す
に
あ
ら

で
、
好
け
る
道
を
慰
み
の
た
め
と
あ
ら
ば
、
歌
よ
み
文
作
る
元
よ
り
妨
げ
あ
る
べ
か
ら
ず
、
た

 

 

め
に
本
分

の
道
を
疎
略
に
し
て
、
物
語
文
章

の
品
定
め
に
裁
縫
洗
濯
を
明
日
に
延
ば
し
、
硯

の
水
に
心
を
奪
は
れ
て
煮
炊
物

の
水
加
減
に
心
と
ま
ら
ぬ
事
あ

 

 

ら
ん
を
恐
る

》
の
み
、 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

(
一
九
二
頁
。
)

こ
れ

ら

の
文

章

に
照

ら

せ
ば
、
筆

を

執

る

日
常

の
中

で

〈縫

う

こ
と
〉
と
疎

遠

に
な

っ
て

い
る

一
葉

は
、

〈普

通

の
人
〉

で
も
な

く

、

か
と

い

っ

て

〈非

常

の
人
〉

と
も

呼

べ
ぬ
、

中

途

半

端
な

失

格

者

と

い
う

こ
と

に
な

る
。

一
葉

が

「
に
ご

り
え

」

「十

三
夜

」

「わ

れ

か

ら
」

な

ど

の
諸
作

を

『
文

芸

倶

楽

部

』

に

発
表
し
て

ゆ

く

の
と

同

時

期

に
、

(そ

し

て

『
日
用

百
科

全

書
』

は
、

一
葉

自
身

も

こ

の
翌

年

、

そ

の
第

十

二
編

と

し

て

『
通

俗

書

簡

文
』

を

執

筆
し
、

関

わ

り

を

も

つ
こ
と

に
な

る

シ

リ
ー

ズ

で
あ

る

の
だ

が
、
)

一
方

で

は
、

同

出
版

社

発
行

の
書

物

に
、
女

性

が

文

筆

を

「専

門

に
透

」

し
て

「本

分

の
道

を
疎

略

に
」

す

る

こ
と

へ
の

い
ま

し
め

の
言

葉

が
並

ん

で

い
た
。

こ
う

い
う

言
葉

が
視

野

に
入

っ

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

へ

て
く

る
よ

う

な

環
境

に

於

い
て
、
〈縫

う

こ
と

〉
に
勤

し

ん

で

い
た
昔

の
自

分

を

い
と

お

し

む
、
と

い
う

枠
組

み

の
中

で
あ

っ
た

と

し

て
も

、
〈私

への
、
女

の
本
分

か
ら
逸

脱
し
た
日
常

〉
を

公
に
す

る
た
め
に
は
、
そ
れ
以
前
に
自
分
自
身

の
中

で
自
分

の
生
き
方
を
確

認
し
、
そ
れ
を
肯
定
す

る

こ
と
が

不
可
欠

で
あ

っ
た
と
考

え

ら
れ
る
。
ま
ず
、
自
分

の
心
と
向
き
合
う

こ
と
。

一
葉

の
中

で
そ
れ
が
進
行

し
て
い
た

こ
と
を
、

「塵
之

中
」

の

一
節

は
明
確

に
物
語

っ
て

い
る
。

 
さ

て
、

注
1

の
拙
稿

で
論
じ
た

よ
う

に
、

「
ゆ
く
雲
」

の
ヒ

ロ
イ

ン
お
縫
は
、
作
品
発
表
時

の
明
治

二
十
年
代

に
於

い
て
、

か
く
あ

る
べ
き
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と
説

か
れ
た
生
き
方

に
自
ら
を
そ
わ

せ
、
家

の
平
穏

の
た
め
に
父
母
に
尽
く
し
て
ゆ
く
こ
と

で
、
正
直
な
心
を
封

じ
込
め
よ
う
と
し
て

い
た
。

そ
う
す

る

こ
と

で
、
家

の
中

で
継

母
の
攻
撃
を
受
け
続
け
る

こ
と
、

「う

い
事

つ
ら

い
事
」
を
感

じ
続
け
る

こ
と

か
ら
、
出
来
る
限
り
身

を
遠

ざ

け
よ
う
と
し
た

の
で
あ
る
。

「
ゆ
く
雲
」
で
は
、
そ
う

い
う
ヒ

ロ
イ

ン
の

「縫

ひ
と
ゴ
め
」
ら
れ
た
心

に

「
ほ

こ
ろ
び
が
切
れ
」
、
感
情
が
再

び
動
き
始

め
る
と

こ
ろ
ま
で
が
捉
え
ら
れ

て
い
る
。

は
た
し

て
そ
の
時

お
縫
は
、

そ
の
完
全

に
封

じ
込
め
る

こ
と

の
難

し
い
自
分

の
心

と
、
ど

の
よ
う
な
か
た
ち

で
向
き
合

っ
た

の
だ
ろ
う
か
。

も
う

一
度

「
目
を

明
」

い
て
、

「う

い
事

つ
ら

い
事
」
を
身

に
引
き
受
け

て
生
き

て
ゆ
く
覚

悟

の
時

が
、

お
縫

に
訪
れ
る

こ
と
は
あ
る

の
か
。

日
記

の
中

で
先
に
見
た
よ
う
な
過
程
を
経

て
、
自
分

の
欲
求
と
向
き
合

お
う
と
し
た

一
葉

で

あ
る
が
、
小
説

の
中

の
ヒ

ロ
イ

ン
を
通
し
て
は
、
自
分

の
正
直
な
心
と
向
き
合
う
と

い
う

こ
の
問
題
を
、
ど

の
よ
う
な
か
た
ち
で
描

い
た

の
か
。

お
縫

の
、

「
ほ

こ
ろ
び
が
切
れ
」
た
心

の
行
方
を
追

う
と

い
う

の
が

こ
の
小
論

の
目
的

で
あ
る
が
、
そ

の
手
が

か
り
は
、
作

品
末

尾
に
描

か
れ

て
い
る
、
桂
次

と
お
縫

の
間
を
通
う
手
紙
に
あ
る
と

い
う

の
が
論
者

の
考
え
で
あ

る
。

 

「
ゆ
く
雲
」

の
手
紙
に

つ
い
て
、
自
説

の
概
略
を
先
に
述

べ
る
と
、
そ
れ
は
、
桂
次
と
お
縫
を
結

び

つ
け

る

コ
ミ

ュ
ニ
ケ
ー
シ

ョ
ン
の
手
段

と

し
て
は
機
能

し

て
い
な

い
と
言
え

る
。
桂
次

に
於

い
て
お
縫

に
手
紙
を
書
く
と

い
う
行
為

は
、
養
家

で
の

〈窮

屈
〉

〈不
満
〉

と
感

じ
ら
れ

る
日

々
の
中

で
、
自
分

の
思

い
を
自
由

に
解
き
放

つ
場
を
持

つ
、
と

い
う
意
味
を
有
し
て

い
た
。

一
方

で
お
縫

は
、
桂
次
か
ら

の
手
紙

に
現
実

的
な
意
味

で
の

〈返
事
〉
を
書
く

こ
と
を
想
定

し

て
い
な
か

っ
た
。
彼
女

に
と

っ
て
の
桂
次
か
ら

の
手
紙

は
、

一
人
そ
れ
を
読
む
と

い
う
行
為

の
中

で
、
自
ら

の
感
情

の
動
き

に
安
心

し
て
身

を
委
ね

る
こ
と
が

で
き
る
、
そ
う

い
う
境
地

へ
誘

っ
て
く
れ
る
も

の
と

し
て
意
味

を
持

っ
た

の

で
あ

る
。

二
人
に
は
、
今

の
現
実

を
動

か
そ
う
と
す
る
強

い
思

い
は
な
く
、
だ
か
ら
、
手
紙

は
そ
う

い
う
思

い
を
託
さ
れ

て
劇
的

展
開
を
準
備

す

る
起
爆
剤
と

は
な
り
得
な

い
。

二
人
に
と

っ
て
の
手
紙
は
、
た
だ
、
そ
れ
を
読
ん
だ
り
書

い
た
り
す
る
行
為

の
内

に
閉
じ

こ
も

る
た
め

の
〈安

全

な
場
所
〉

で
し
か
な

い
。
だ

か
ら

こ
そ
、

〈
手
紙
が
途
絶
え
る
〉

こ
と
が
、

こ
の
作
品
に
於

い
て
描
か
れ
る
意
味
が
あ

っ
た

の
で
あ

る
。
論

者

は

「
ゆ
く
雲
」
に
描

か
れ
た
手
紙
を

以
上

の
よ
う
に
解
釈
す
る
。
そ

の
よ
う
に
読
む
根
拠
を
本
論

に
於

い
て
示
し
、

そ
の
上

で
、
前

段
落

で
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提

示
し
た
疑
問
点
に

つ
い
て
の
考

え
を

示
し
た

い
。

二
 

不
自
由
さ
と
緊

張
と
1

手
紙
の
性
格
l
l

 
さ

て
、
論
者

は
先

に
、

「お
縫

は
、
桂
次

か
ら
の
手
紙
に
現
実
的
な
意
味

で
の

〈返
事
〉
を
書

く
こ
と
を
想
定

し
て

い
な

か

っ
た
」

と
書

い

た
。

こ
こ
で
は
そ

の
前

提
と
し
て
、
若

い
男
女

の
間
で
取
り
交
わ
さ
れ
る
手
紙
が
、
当
時

ど

の
よ
う

に
捉
え
ら
れ
た

か
、
と

い
う
点

に

つ
い
て

ま
ず
見

て
ゆ
く

こ
と
に
す
る
。

 

一
葉

文
学

に
親
し
ん

で
い
る
者

に
と

っ
て
手
紙
と

い
え
ば
、

一
葉

自
身

が
半
井
桃
水
や
久
佐
賀
義
孝
、
馬
場
孤
蝶

ら
に
宛

て
て
書

い
た
数

々

の
手
紙

を
連
想
し
が
ち

で
あ
る
。

実
生

活

の
中

で
様

々
な
思

い
や
思
惑

を
手
紙
に
託
し
た

一
葉

は
、
手
紙
と
い
う
も

の
を
使

い
こ
な
せ
た
人
と

言
え
る
だ

ろ
う
。
が
、

手
紙
を
書

く
と

い
う

一
つ
の
行
為
を
考
え
る

に
し
て
も
、

戸
主
と
し
て

一
家

の
生
活
を
担

い
、
小
説
家
と

し
て

一
人
で

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ハる
 

立
と
う

と
す

る
分
、
父
親

や
夫

の
目
に
縛

ら
れ

る
こ
と

の
な
か

っ
た

一
葉

と
、
彼
女
が
描
き
出

し
た
小
説

の
中

の
、
家

の
中

で
生
き
る
女
性
達

と
を
同
列

に
見

る

こ
と

は
出
来
な

い
。
菅

聡
子
氏

は
、

「書
き
手

の
身

の
置
き
ど

こ
ろ
と
は
無
関
係
に
は
る
か
な
距
離
と
空
間
を

飛
び

こ
え
う

る
機
能

を
持

つ
手
紙
は
、

こ
と
に

〈家
〉

の
内
部

か
ら
容
易

に
外

へ
出
る

こ
と

の
で
き
な

い
明
治

の
女
性
達

に
と

っ
て

い
わ
ば
唯

一
の

コ
ミ

ユ

ニ
ケ
ー

シ

ョ
ン
の
手
段

で
あ
」
り
、

「
手
紙

は
単

に
用
件
を
伝
え
る
だ
け

の
た
め

の
も

の
で
は
な
」
く
、

「
そ
の
身

を
気
侭

に
で
き
な

い
女
達

に

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

へら
り

と

っ
て
ま
さ

に

「真
心
」

の
伝
達

手
段

で
あ

っ
た
」
と
、
そ

の
重
要
性
を
強
調
し
て

い
る
。

し
か
し
、
例
え
ば
菅
氏
が
根
拠
と

し
て
あ
げ

て

い

る

『
女
学
雑
誌
』
第
三

四
号

(明
治

一
九

・
九

・
五
)
所
載

「女

の
ふ
み

(
下
こ

の
、

「女

の
文
は

(中
略
)
た

ゴ
よ
く
其
真
心
を
あ
ら
は
す

こ
と
そ
最
上

の
心
得
な

る

べ
し
」

(六

三
頁
)
と

い
う
言
葉
が
、
実

は

≒
母
娘
妻
な

ん
ど
が
其
親

か
夫
か
又
は
子
供

に
送

る
と
き

の
文
に

つ
き

心
得

の
大
抵
を
示

し
た

る
な
り
」

(六

五
頁
)
と

い

っ
た
限
定

付
き

の
も

の
で
あ

っ
た
よ
う
に
、
手
紙
が
、
常

に
ど

の
よ
う
な
相
手

に
対
し
て

で
も
、
自

分

の
気
持
ち

の
お
も
む

く
ま
ま
に

「真
心
」
を
吐
露

し
、
そ
れ
を
発
信

出
来
る
と

い
う
ほ
ど
、
す

べ
て
の
女
性

に
と

っ
て
、

平
等

に

55
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も
と
い 
 
 
 
  
 
 
 
む

自

由

な

も

の

で
あ

っ
た

と

は

言

え

な

い

の

で
は
な

い
か
。

右

の
引

用

部

の
直
後

に

は
、

「友

達

の
文

は
以

上

の
心
得

を

基

と

し
た

ゴ

礼

と

云

へ

る

一
字

を

よ

く

心

に

と

め

て

認
め

玉

ふ

べ
し
」

(
「女

の

ふ
み

(
下
)
」
、

六

五
頁
、

圏

点

原

文

の

マ
マ
)

と

記
さ

れ

て

い
る
が

、

当

時

の
家

の
中

の
女

性

た
ち

が

、

「真

心

」

を

伝

え

る
文

通

相

手

と

し

て
、

男

性

の
友

人
を

想
定

し
得

た

か
ど

う

か
。

 

手
紙

と

は
、

読

み
手

と
書

き

手

の
間

に
と
ど

ま

ら

ず
、

そ
れ

を
取

り
巻

く

人

々
の
心

ま

で
を
も
波

立

た

せ

る
可

能

性

を
常

に
備

え

て

い
る
と

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

ハ 
り

い
う
意

味

で
は
、

極

め

て
不
自

由
な

も

の

で
も
あ

る
。

注

6

に
示

し

た
例

の
よ
う

な
、

男

女

の

つ
き
あ

い
や

手
紙

の
や

り

と

り

に
神

経

質

に
な

ら
ざ

る

を

得

な

か

っ
た

、

一
葉

の
同
時

代

人

の
証
言

を

見

る
限

り

、

「ゆ

く
雲

」

が

書

か

れ
た

時

代

に
於

い
て

は
、

お
縫

に

手
紙

を
書

く
気

持

ち

が

た

と

え

あ

っ
た

と

し

て
も

、
彼

女

の
方

か
ら

桂

次

に
宛

て

て
頻

繁

に
手
紙

を

出

す
と

い
う

こ
と

は
、

極

め

て

し

に
く

い

こ
と

で
あ

っ
た

に

違

い
な

い

の

で
あ

る
。

 

そ
れ

で

は
、

「
ゆ

く
雲

」

の
手

紙

に

つ
い
て
考
察

す

る
前

に
、

こ

の
時

代

の
女

性

た

ち

に
と

っ
て
、

手
紙

と

い
う

も

の
が

ど

う

い
う

も

の
と

し

て
意

識

さ

れ

て

い
た

の
か

、

そ

の
具

体

的

な

イ

メ
ー
ジ

を

立

ち
上

げ

て

み
る

こ
と

に

し
よ

う
。

 

 

 
 

 
 

①

手
紙

を

め
ぐ

る
規

範

 

一
葉

が
執

筆

し
た
書

簡

文

範

『
通

俗
書

簡

文

』

(
〔日
用

百
科

全

書

第

十

二
編

〕

明
治

二
九

・
五

・
二
五
 

博

文
館

)

は
、

女

性

同

士

が

日
常

取

り
交

わ

す
書

簡

を
想

定

し

て
書

か

れ

た

も

の

で
あ

る
。

そ

の

こ
と

は
、

同

書

所
収

の

一
葉

の
解

説

、

「唯

い
さ

Σ
か
」

の
中

の
、

次

の

よ
う

な

言

葉

に
明

ら

か

で
あ

ろ
う

。

 

 

(前
略
)
男
子
の
書
く
な
る
拝
啓
、
頓
首
も
我
が
し
ら
ぬ
こ
と
、
唯
我
れ
ど
ち

の
間
に
い
ひ
通
ふ
日
用
文

の
こ
と
少
し
言
は
ん
と
な
り
。

(後
略
)

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

(「日
用
文

の
こ
と
」
『
樋

口

一
葉
全
集
 
第
四
巻
㈲
)
』

〈
「
九
九
四

・
六

・
二
〇
〉
七
七
九
頁
。
)

男

性

の

こ
と

は

関

知

す

る
と

こ
ろ

で

は
な

い
、

と

い
う

発

言

の
後

の

「唯

我

れ

ど
ち

の
間

に

い
ひ

通

ふ
」

と

い
う

言

葉

は

、

〈た

だ

我

々
女

同

5s



士

の
間

で
言

い
交

わ

す

〉

と
い
う

意

味

に
な

る

は
ず

で
あ

る
。

実

際
、

『
通

俗

書
簡

文

』

に
収

め
ら

れ

て

い
る
書

簡

文

例

は
、

家

庭

の
妻

や

娘

が
、

親

し

い
女

性

の
友

人
や
知
人

、

或

い
は
近
親

者

に
宛

て

て
書

い
た

も

の
、
と

い
う
設

定

に
な

っ
て

い
る
。

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

い
ざ
な

 

「
日
用

文

の

こ
と

」

で
は
、
そ

の
女

同

士

の
手
紙

に

つ
い

て
、

「年

始

暑
寒

の
と

ひ
お

と
つ

れ

よ

り
、

月
花

の
折

に
友

を
誘

ひ
、
新

宅
新

居

を

 

 
 

 
 

 

う
れ
 
 
な
げ

い
は

ひ

も

し
、

憂

ひ
歎

き

を
慰
め

も

し

つ
、
親

し
き

中

に

は
忠

告

教

誠

、
唯

ま

の
あ

た

り
な

ら
ば

、

と

あ

り
、

か

、
り

と

口
に
す

べ
き

を
筆

に

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

わ
ざ

い
は

せ

て
心

か
よ

は
さ

ん

ま
で
の
業

な

り
」

(同
右

)

と

い
う

よ

う

に
、

日
常

の

つ
き

合

い

の
中

で
、

互

い
を

思

い
や

る
気

持

ち

を

託
す

も

の

と

し

て
位
置

づ

け

て

い
る
が
、
そ

れ

に

対

し

て
女

と

男

の
間

で
取

り
交

わ
さ

れ

る

手
紙

に

つ
い

て
は
、

注

意

を
要

す

る
も

の
と

し

て
別

に
扱

っ

て

い

る
。

「わ

か

き
男

に
用
あ
る
折

の
文

こ
と
さ

ら

に
慎

し

ま
ず

は
あ

る

べ
か

ら
ず

」

(七

八

一
頁

)

と

い

っ
た

文
言

か

ら

は
、

〈女

か

ら
若

い

男

に

文

を
送

る

の
は

用
事

が
あ
る

時

に

限

ら
れ
、

そ

の
際

も
馴

れ
馴

れ

し
く
書

く

こ
と

は
控

え
、

殊

更

に
謹

ん

で
書

か

な

け

れ
ば

な

ら

な

い
〉

と

い

っ
た
注

意

が

発
信

さ

れ

て
い

る
。

同

じ
く

「唯

い
さ

」
か

」

の
中

の

「宛
名

」

と

い
う

項

で
も

、

女

同

士

の
手

紙

と
女

か
ら

男

へ
の
手
紙

は

明
確

に
区

別
さ

れ

る
。

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

めう
じ

 

 

(前
略
)
何
の
何
が
し
様
と
姓
名

ひ
と
し
く
書
く

は
謹
め
る
折

の
こ
と
な
り
、
(中
略
)
若
き
男
に
い
ひ
お
く
る
に
は
人
の
も
我
れ

の
も
名

の
み
書
く
べ
か

 

 

ら
ず
、
姓
名
あ
き
ら

か
に
と
言
ひ
伝
ふ
る
は
親
し
み
に
似
て
打
と
け
め
か
し
け
れ
ば
な
る
べ
し
、
大
か
た
は
苗
字

の
み
に
て
も
あ
り
ぬ

べ
く
や
、
女
友
達

の

 

 

親

し
き
中
に
は
何

子
様
御
も
と
に
、
何
子
と
ば
か
り
書
き
た
る
、
い
と
よ
し
、
(後
略
) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(七
人
三
頁
。
)

親

し
さ

を
強

調

す

る

の
が
望
ま
し

い
女

同
士

の
手
紙

に
対

し

て
、

〈若

い
男

に
書

き
送

る
文

で

は
、
宛

名

も

自

分

の
署

名

も

、
名

前

ば

か

り
を

書

い

て
は

な
ら

な

い
。

姓

名

共

に
明

ら

か

に
書

く

よ

う

に
、

と
言

い
伝

え

ら

れ

て

い
る

の
は
、

名
前

ば

か
り

を
書

く

こ
と

が

、

い
か

に
も

親

し

い

間
柄

で

心
を

許

し

て

い
る
ら
し
い
感

じ

に
な

る

か

ら

で
あ

ろ
う
。
〉
と

い
う

よ
う

に
、
こ

こ
で

は
打

解

け

す
ぎ

ぬ
よ

う

常

に
警

戒

心

を

持

つ
こ
と

が

要
求

さ
れ

る
。

小
説

と

は
異
な

る

、

日
常

用

い
る

手
引

き

書

と

し

て

の
書

簡

文
範

執
筆

に
あ

た

っ
て

の

一
葉

は
、

「若

き

時

は

、
夫

の
親

類

・

友

達

・
下
部

等

の
若

き

男

に
は
、

打

ち
解

け

た

る
物

語

り

し
、

近
付

く

べ
か
ら
ず

。

男
女

の
隔

て
を

固

く

す

べ
し
。

如

何

な

る
用

有

り

と

も
、

〈安
全
な
場
所
〉

の
崩
壊
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 ツ
リ

若
き
男
に
文
な
ど
通
わ
す

べ
か
ら
ず
。
」

(『
女
大
学
宝
箱
』
)
と

い

っ
た
女
大
学
的
な
規
範
に
身
を
そ
わ
せ
て
発
言

し
て
い
る
と
言

っ
て
よ
い
。

 
『
通
俗
書
簡
文
』

の
時
代

に
於

い
て
、
女

と
男

が
取

り
交
わ
す
手
紙

は
抑
圧

の
対
象
と
な

る
も

の
で
あ

っ
た
。
女
が
男
に
手
紙

を
書
く

こ
と

は
、

「唯

い
さ

㌧
か
」
に
も
取
り
込
ま

れ
て

い
る
よ
う
な

〈良
識
〉

の
前

で
、
不
自

由
な
行
為
と
な
ら
ざ

る
を
得
な

い
。
だ
が
強

い
規
範

に
取

り
巻

か
れ

て
い
る
か
ら

こ
そ
、
男

と
女

の
中

に
あ

っ
て
、

手
紙

は
劇
的

展
開
を
生
む
装

置
と
な
り
、
不
自
由
だ
か
ら

こ
そ
、

そ

の
中

で
書

い
た

り
送

っ
た
り
或

い
は
読

ん
だ
り
す

る

こ
と
が
、

そ

の
背
後
に
あ

る
並

々
な
ら
ぬ
思

い
の
強
さ
を
表
現
す
る
も

の
と
な

り
得
る

の
で
あ

る
。

 

 
 

 
 

 

②

行

間

に
書

か

れ
た

手
紙

 

〈手

紙
〉

は

文
学

の
中

で
ど

の
よ
う

に

描

か
れ

た

で
あ

ろ
う

か
。

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

うる

 

 
 

恋
と
は
そ
う
し
た
も
の
か
、
そ
ん
な
中
で
も
、
美
妙

へ
は
消
息
し
て
い
た
。
手
紙
で
は
人
目
が
煩
さ

い
の
で
、
書
籍

の
行
間
に
、
切
な

い
思

い
を
書
き

 

 

入
れ
て
は
送

っ
た
。

長

谷
川

時

雨

に
よ

る
評
伝

「
田
沢
稲

舟

」

の
末

尾

近

く

で
、

美
妙

と

別

れ
、

郷

里

へ
帰

っ
て

か
ら

の
稲

舟

の
心

情

を
描

き
出

そ

う

と

し

て

い
る

 

 
 

 
 

 

 
 

 

ハ 
ロ

箇

所

か
ら

の
引

用

で
あ

る
。

「事

あ

れ

か

し

の
世

間

」

が
美

妙

と

稲
舟

の

「破

綻

を

呵
責

無

く
責

め
」

る
中

で
、

「そ

う

ま

で
さ

れ

て
も

美

妙
を

か
ば

っ
た

」
稲

舟

の

「
切
な

い
思

い
」
。

評

伝

の
締

め

く

く

り

の
部

分

で
、

そ
れ

を
端

的

に
表

現
す

る
た

め

に
時

雨

が

選

び

取

っ
た

の

は
、
書

籍

の
行

間

に
書

き

入

れ

て
ゆ
く

と

い
う

変

則
的

な
書

簡

の
か

た
ち

で
あ

っ
た
。

こ

こ
で
は
、

通

常

の
手
紙

が
書

け

ず

に
、

書

簡

の
行

間

に
思

い

を
書

き

込

む
と

い
う

行

為
が

描

か

れ

る

こ
と

に
よ

っ
て
、

た

だ

で
さ

え

「切
な

い
」
稲

舟

の

「思

い
」

が

、

そ

の
行

為

の
た

め

に
よ

り
増

幅
さ

れ

る

で

あ

ろ

う
様

子
を

表

現
す

る

こ
と

が

可
能

に

な

る
。

そ
う

ま

で

し

て
別

れ
た

夫

に
思

い
を
伝

え

よ

う
と
す

る
稲

舟
。

稲

舟

の
死
と

い
う

ク

ラ

イ

マ

ッ
ク

ス
を

描

く

直
前

に
、

心

の
緊

張

の
最

後

の
糸

を

「張

り

切

っ
て

い
た

」
稲

舟

の
思

い
を
、

時

雨

は
書

籍

の
行
間

に
書

か
れ

た

手
紙

に
託

し

て
表

現

し

た

の
で
あ

っ
た

。
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そ
も
そ
も

手
紙

と
は
、
携
帯
電

話

で
の
会
話
や
電

子
メ
ー

ル
で
の
送
受
信
な
ど
、
現
代

用

い
ら
れ
て

い
る
通
信

手
段
と
は
異
な

り
、
そ

の

個

々
の
通
信
そ

の
も

の
が
明
確
な

物
体

の
形
を
と

っ
て
人
目
に

つ
き
や
す
く
、
ま
た
後

々
ま

で
姿

を
留
め
る
も

の
で
も
あ
る
。
確

か
に
燃
や
せ

ば
な
く
な
る
が
、

そ
れ
と

て
も
、

容
易
な
操
作

で

一
瞬

に
し

て
削
除
す
る
よ
う
な
わ
け

に
は

い
か
な

い
。
燃
や
し

て
い
る
と

こ
ろ
を
、

見
ら
れ

て
は
な
ら
な

い
人

に
見
ら
れ
て
し

ま

つ
た
ら
、

た
と
え

は

っ
き
り
と
中
身
を
読
ま

れ
て
い
な
く

て
も
、
そ
れ
が
き

っ
か
け

で
問
題
が
出
来
す

る

可
能
性
は
大

い
に
あ
り
得

る
。
連

絡
を
取
り
合
う
者
同
士
以
外

の
第
三
者

に
、
知

ら
れ
な

い
よ
う
に
し
よ
う
と
思
え
ば
す

る
こ
と
が
比
較
的
容

易
な
現
代

の
通
信

と
は
異
な
り
、

手
紙

は
ど
う
し
て
も
人
の
目
に
触
れ
や
す
く
、

ま
た
そ
う
で
あ
る
だ
け
に

い
っ
そ
う
、
送

る
者

と
送
ら
れ
る

者
と

の
関
係
が
公

に
認
知
さ
れ
に

く
い
よ
う
な
場
合
、
そ
の
扱

い
に
は
注
意
を
要
す

る
こ
と

に
な
る
。
そ
し
て
、
気
軽

に
送
れ
な

い
こ
と
、
〈細

心

の
注
意

を
払
わ
ね
ば

な
ら
ぬ
〉

と

い
う

こ
と
は
、
送

り
手

の
心
情

に
或
る
影
を
投
げ
か
け

る
は
ず

で
あ
る
。
注
意
を
払
う

と

い
う

こ
と

に

よ

っ
て
、
自
分
と
相
手
と

の
関
係

の
も
ろ
さ
、
危
う
さ
を
再
確
認
さ
せ
ら
れ
た
り
、

そ
う
ま

で
し
て
も
手
紙
を
送

り
た

い
と
思

っ
て
し
ま
う
自

分

の
気
持
ち
を
、
改
め

て
思
い
知

ら
さ
れ
た
り
す

る
こ
と
が
起

こ
り
得
る
か
ら

で
あ
る
。
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③

匿

名

の
手
紙

、
書

か
れ

な

い
手
紙

 

こ
う

し
た

手
紙

の
不
自

由
な
性

格

を

反
映

し

て
、

一
葉

小

説
中

に

は
、

〈世

の
人

の
許
さ

ぬ
仲

〉

の
男
女

間

を

つ
な

ぐ
、

実

名

を
隠

し

た

手

紙

が

描

か

れ

る

こ
と

が

あ

る
。

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

ふ 
み

 
 

夕
暮

の
店
先

に
郵
便
脚
夫
が
投
げ

込
ん
で
行
き
し
女
文
字

の
書
状

一
通
。

(後
略
)

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

(『
樋

口

一
葉
全
集
 
第
二
巻
』

〈
一
九
七
四

・
九

・
一
〇
〉

一
五
九
頁
。
)

「裏

紫

」

(『
新

文

壇
』

第

二
巻
第

二
号

〈明
治

二
九

・
二

・
五
 

文

学

館
〉
)

の
冒

頭

で
、

ヒ

ロ
イ

ン
お
律

の
家

に
投

げ

込
ま

れ

た

こ

の
書

状

は
、

実

は

お
律

の
結

婚

前

か
ら
の

恋

人

、
吉

岡

か

ら

の
呼

び

出

し
状

で
あ

る
。

〈女

文
字

〉

と

い
う

の
は
、

お
律

の
夫

や

店

の
使

用

人

た
ち

の

〈安
全
な
場
所
〉

の
崩
壊



目
を
避
け
る
た
め

の
工
夫

で
あ
り
、

お
律

は
、

そ
れ
を
姉

か
ら
の
呼
び
出

し
状
だ
と
夫

に
偽

っ
て
出
か
け
る
。

お
律
、
吉
岡

の
二
人
が
、
そ
う

し
た
小
細

工
を
弄
し
て
も
逢

お
う
と
す

る
の
は
、

「良

人
を
持
た
う
と
奥
様
お
出
来
な
さ
ら
う
と
此
約
束
は
破

る
ま

い
と
言

ふ
て
置

い
た
」

二

六
二
頁
)
と

い
う

二
人

の
関
係
が
あ
る
か
ら

で
あ
り
、

「私

の
命
が
有

る
限
り
、
逢

ひ
通
し
ま

し
よ
切
れ
ま
す
ま

い
」

(同
右
)

と

い
う
強

い
思

い
が
あ

る
か
ら

で
あ

る
。

 

し
か

し
、
西
洋

小
間
物
店

を
営

む
お
律

の
家

の
よ
う
な
、
夫
が
外
に
働
き

に
出
て
お
ら
ず
、
お
律

の
行
動
が
夫

の
目
を
避
け
る

こ
と
が
難

し

い
と

い
う
場
合
、

い
く
ら

〈女
文
字
〉

で
は
あ

っ
て
も
余
り
に
頻
繁
に
手
紙
が
来

れ
ば
、
不
審

を
招
き
か
ね
な

い
こ
と
に
も
な
ろ
う
。
ま
た
、

「裏
紫
」
未
定
稿

皿
に
は
、
吉

岡
を
訪
ね
た
お
律

の
言
葉
と
し
て

「あ
れ
も

こ
れ
も
伺

ひ
た
け
れ
ど
人
目
が
多

さ
に
文
を
も
上
げ

が
た
く
、
此

半

月
ば

か

り

は
夜

も

ろ
く

く

と
睡

り

ま

せ

ぬ
」

(
一
六
六

頁

)

と

い
う
叙

述

が

あ

り
、

い

つ
も
家

の
中

に

い

て
、
夫

、

使

用

人

な

ど

の
目

に

さ
ら
さ
れ

て
い
る
家
庭

の
女

性
に
と

っ
て
の
手
紙

は
、
誰
に
対
し
て
で
も
自
由
に
思

い
を
綴
れ
る
と
い
う
ほ
ど
便
利
な
も

の
で
は
な

い
、

と

い

う

こ
と
が
描
か
れ

て
い
る
。

 

「十

三
夜

」
に
於

い
て
も
、
原

田
家

に
嫁

い
だ
後
、
お
関
が
か

つ
て
結
婚
を
夢
見
、
嫁
入
り

の

「其
際

ま
で
も
涙
が

こ
ぼ
れ

て
忘

れ
か
ね
た

人
」

(同
全
集

一
=
二
頁
)
で
あ

る
、
録
之
助

に
対

し
て
手
紙
を
書

く

こ
と

は
な
か

っ
た
。
結

婚
生
活

に
破
れ
、
憂
き
思

い
を
抱
え

て
何
年
も

生
き
る
中

で
、
お
関
が
、
失
わ
れ
た
録
之
助
と

の
も
う

一
つ
の
結
婚
生
活
を
思

い
浮
か
べ
る

こ
と
が
な
か

っ
た
と
は
考

え
に
く

い
。

し
か
し
、

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
い
ろ
く

再
会

し
た
録
之
助

に

「私
も
昔

し
の
身

で
な

け
れ
ば
種

々
と
障

る
事
が
あ

つ
て
な
、
お
尋
ね
申
す
は
更
な
る

こ
と
手
紙
あ
げ

る
事
も
成
ま
せ
ん

か

つ
た
」

(
=

○
頁
)
と
言

っ
て
い
る
よ
う
に
、
お
関
が
自
分

の
境
遇
や
思

い
を
手
紙

に
託
し
て
録
之
助
に
書

き
送

る

こ
と

は
な

か

っ
た

の

で
あ
る
。

お
関

に
は
再
会
す

る

こ
の
日
ま
で
、
録
之
助

の
所
在
を
知

る
機
会
も
な
か

っ
た
わ
け
で
あ
る
が
、
そ
れ
を
知

っ
て

い
た
と

し
て
も
、

彼
女
が
子
ど
も
と
実
家

の
た

め
に
夫

に
服
従
し
、
原

田
家

で
堪
え
続
け
よ
う
と

し
て
い
る
限
り
は
、
手
紙
を
書
く

こ
と
は
し
に
く

か

っ
た

で
あ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

あ
る
き

ろ
う
。

「嫁

入
り
て
よ

り
七
年

の
間
」

「
一
人
歩
行

し
て
来
る
な
ど
悉
皆
た

め
し
の
な
き
事
」

(
一
〇
〇
頁
)
と

い
う
よ
う

に
、

里
帰

り
に

い

つ

so



も

「女

中
」
を

「連

れ
」

て
い
た

(九
七
頁
)
お
関
は
、
家
庭

の
中

に
い
る
か
ら

こ
そ
、

一
人
き
り

の
自
由
な
時

間
を
持

つ
こ
と
は
難

し
い
。

ま
た
、
①

で
見
た

よ
う
な

(良
識
〉
に
照
ら
せ
ば
、
出
奔
↓
駆
け
落
ち
と

い
う
よ
う
な
覚
悟
が
あ

る
場
合

で
あ
れ
ば

と
も
か
く
、
そ
う

で
は
な

し
に
、

た
だ
自
分

の
苦

し
い
心
境

を
、
別
れ
た
幼
な
じ
み

の
男
に
縷

々
書

き
送
る
と
い
う

の
が
、
極

め
て
し
に
く

い
で
あ
ろ
う

こ
と
も
想
像
さ

れ
る
。

の
ん
び
り

し
て

い
る
よ

う
で
そ
の
実
、
常

に
人
目
に
さ

ら
さ
れ

て
い
る
家
庭

の
中

の
女
性
に
と

っ
て
、

〈良
識
〉
か
ら
逸
脱
す
る
よ
う

な

手
紙

は
、
書
き
た

い
時

に
書
き
た

い
こ
と
を
書
け
な

い
、
誠
に
不
自
由
な
も

の
と
し
て
描

か
れ

て
き
た
の
で
あ

っ
た
。

 
 

 

 

 

 

④

開
封

さ
れ

な

い
手
紙

 

一
葉

の
作

品

の
中

に

は
、
ヒ

ロ
イ

ン
宛

の
恋

文
が

開
封

さ

れ

な

い
ま

ま

、

た
だ

そ
れ

が
保
存

さ

れ

て
ゆ
く

、

と

い
う

こ
と
が

描

か

れ

る

こ
と

が

あ

る
。

こ

の

ヒ

ロ
イ

ン
に
よ

っ
て
隠
さ

れ

た

手
紙

の
束

は
、

二

つ
の
意
味

を

秘

め

て
存

在

し

て

い
た

と

言
え

る
。

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

ひ
と
え

 

「暁

月
夜

」

(『
都

の
花
』
第

一
〇

一
号

〈明

治

二
六

・
二

・

一
九
 

金
港

堂
〉
)

の
場
合

を

ま
ず

見

て
み

る
。

華

族

香

山
家

の
令
嬢

一
重

に
心

ひ
か

れ

、

「恋

の
奴

」

(第

一
回

、

『
樋

口

一
葉

全

集
 

第

一
巻
』

〈
一
九

七

四

ニ

ニ
・
二
〇
〉

二
三

五
頁

)

と

化

し
た

文
学

書

生

森

野
敏

は
、
名

を

吾

助

と
偽

り
香

山
家

の
庭
男

と

し

て
住

み
込

ん
だ

。

彼

に
な

つ
い
て
く

る
、
九

才

に
な

る
香

山
家

の
次

男
甚

之

助

に
託

し
、

彼

は

一
重

に
恋

文

を

届

け

る

こ
と

を

目

論

む
。

文

を

託

す
際

、
敏

は
、

甚

之
助

に
対

し

「無

心

の
処
何

と
も

気

づ

か
は

し

く
、

落

さ

ぬ

や

う

に

人

に
見

せ
ぬ
様

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

ふ
 
み

に
と

呉

々
を

し

へ
」

(第

三
回
、

二
四

二
頁
)

た

と

あ

る

よ

う

に
、

文

が

人

目

に
触

れ

ぬ
よ

う

配
慮

し
、

託

し

た

後

も

「
は

じ

め

て

の
艶

書

に

 
 

 

 

 

 
 

も
 
し
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ひ 
め

心

を

い
た

め

て
、

万

一
落

ち
散

り

も
せ
ば

罪

は

我

れ

の
み
な

ら
ず

、
知

ら

じ
と

て
令
嬢

も
免

る
さ

れ
ま

じ

、
さ

ら

で
も

の
継

母
御

前
如

何

に
た

け

り

て
、

ど

の
様

の
事

に
ま
で

立

い
た

る

べ
き

か
」

(第

四

回
、

二

四
三

頁
)

な

ど

と
思

い
悩

ん

で

い
る

よ

う

に
、

恋

文

の
発
覚

は
重

大

事

と

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

ひ
 
め
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 は
じ
め
 
 
 
 
 
ふ

し

て
描

か

れ

て

い
る
。

そ

れ
だ

け

で
な

く
、
「
も
と

よ

り
蓮

葉

な

ら

ぬ
令
嬢

の
、
殊

に
我
れ

庭
男

な

ど

に

目

の
付

く
筈

な

け

れ
ば

、
最

初

よ

り
艶

み書
と
知

り
て
は
、

手
に
触
れ
給

ふ
か
否
か
其
処
ま

こ
と
に
危

ふ
し
」

(第

三
回
、

二
四

一
頁
)
と
い
う
心
配
も
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
か

っ
た
敏

61
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う
す

は
、
「半

紙

四

五
枚

二

つ
折

に
し

て
、
墨

つ
ぎ

濃

く
淡

く

文

か
有

ら
ぬ

か
書

き

紛

ら

は
し
、
態

と

綴

ぢ

て
表
紙

に
も
字

を
書

き

」
と

い
う

よ
う

に
、

手
紙

ら

し

く

見

え

ぬ

よ
う

、

外

見

に

「趣

向

」

を
凝

ら

し

て
も

い

る

(同
右

)
。
①

で
見

た

よ

う
な

規

範

に
取

り
巻

か

れ

て

い
る
女

性

に

恋

文

を

無

事

に
届

け
、

読

ま

せ

る

の
も

一
苦

労

で
あ

る

こ
と
が
描

か

れ

て

い
る

わ
け

だ
が

、
敏

の

「趣

向
」

は

ひ
と
ま

ず

功

を
奏

し
、

甚

之

助

か
ら

「歌

」

だ

と

言

っ
て

手
渡

さ

れ

た

そ
れ

を
、

一
重

は

「何

心

な

く

開
ら

き

て
」
読

も
う

と
す

る
。

し
か

し

「
一
二
行

よ

む

と

せ

し
が

、

物

言

は

ず

畳

み

て
手

文
庫

に
納

め

れ
ば

」

(第

三

回
、

二
四

三

頁
)

と

あ

る

よ

う

に
、

恋

文
だ

と
気

付

い
た

彼

女

は
、

そ
れ

を

つ
き

返

す

こ
と

も
、
焼

き
捨

て

る

こ
と

も

、
返
書

を

送

る

こ
と

も
な

く
、
恐

ら
く
最

後
ま

で
読

む

こ
と
さ

え

な

か

っ
た

手
紙

を
た

だ
保

存

す

る
。

「夫

よ

り
後

の
幾

度

幾

 

 

 

 
 

 

 

 

 

た
び

通

か

き
送

り

し
文

に

一
度

の
返

事

も
な

く

」

(第

四

回
、

二
四

五
頁

)
、

し

か

し

一
重

は

「貰

ひ
し
文

は
何

処

ま

で
も
惜

し
き

に
、

封

こ
そ

切
ら

ハ
マ
マ
リ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

き
は

ぬ

手

文
庫

に

秘

め

て
、

一
生

の
際

ま

で
は

友

と

せ

ん

心
」

(第

五
回

、

二
四
九

～

二
五
〇

頁
)

と

い
う

思

い

で
、

開

封

し

な

い
手

紙

の
束

を

大

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

も
 
と

切

に

し

て

い
た
。

不
義

の
子
と

い
う
自

ら

の
出
自

か
ら
、

恋

を

「不
幸

の
由
来

」

と

し

て
、

生

涯

「独

り
ず

み

の
願

ひ
固

く

」
決

意

し

て

い
る

(第

六

回
、

二
五

二
頁
)

一
重

に
と

っ
て
、
敏

か

ら

の
恋

文

を

未

開

封

の
ま

ま

に
し

て
お
く

こ
と

は
、

そ

の
誓

い
を
守

っ
て

い
る
自

分

、

規

範

か

ら
逸

脱

し

て

い
な

い
自

分

を

確

認

す

る
砦

で
あ

っ
た

と
言

え

よ

う
。

そ

の
う
え

で
、

「文

を
抱

き

て
幾

夜

わ

び

し
が

」

(同

右

)

と
あ

る

よ
う

に
、

未

開

封

の
手

紙

を
持

っ
て

い
る

と

い
う

こ
と

が
、

こ

の
ヒ

ロ
イ

ン
に
と

っ
て
は
、

あ

り
得

た

か
も

し

れ
な

い
別

の
生

き

方

の
可
能

性

を
夢

想

さ

せ

る

と

い
う

意

味

を
持

っ
た

の
で

あ

る
。

一
人
鎌
倉

へ
赴

く

こ
と
を

決

め
た

彼
女

は
、

「恋

は

一
人

ぞ
安

か

り

け

る
」

(
同
、

二
五

三

頁
)

と

い
う
境

地

に
閉

じ

こ
も

ろ

う
と

し

て

い
た
。

父

母

の
不
義

の
恋

を

「
不
幸

」
と

捉

え
よ
う

と

す

る

一
重

は
、

恋

と

現
実

的

に
関

わ

る

こ
と

か

ら
身

を
遠

ざ

け

る
。

現

実

に

は

一
線

を
踏

み
越

え

て

い
な

い

こ
と
を

確

認

し

つ

つ
、

同
時

に
空

想

の
中

で
は
、

そ

こ
か

ら
逸

脱

し
、

恋

に

生
き

る
可

能

性

に
思

い
を

馳

せ

る

た

め

に
、

そ

の
両

方

を
満

た

す

も

の
と

し

て

〈開
封

さ

れ
な

い
手
紙

の
束

〉

を

彼
女

は
求

め

た

の
で
あ

る
。

 

「軒

も

る

月

」

(『
毎

日
新

聞

』

明

治

二
八

・
四

・
三
/

四

・
五
)

の
お
袖

が

、

か

つ
て
小
間

使

い
と

し

て
仕

え

て

い
た
桜

町

の
殿

か

ら

の
恋

文

十

二
通

を

、
未

開
封

の
ま

ま
葛

籠

の
底

に
秘

め

て

い
た

こ
と

に

つ
い
て
も

、

関
礼

子
氏

が
指

摘

す

る

よ
う

な

「
手
紙

の
な

か

で
も

と

り

わ

け

62



 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
  
い

封
書

」

の

「非

公
開

性

が
、
受

信
者

に

対
す

る

発
信

者

の
関
心

の
高

さ

、

メ

ッ
セ
ー

ジ

の
主

題

の
強

さ

を
物

語

る
」

と

い
う

こ
と
だ

け

で
は
な

し

に

、

こ
れ
ま

で
見

て
き
た
よ

う
な

当

時

の
女
性

と
手

紙
を

め

ぐ

る
状

況

の
中

で
も

、

そ

の
意
味

が
考

え

ら
れ

な

け
れ
ば

な

ら
な

い
だ

ろ

う
。

た

だ

で
さ

え
、

男

女

間

で
手
紙

を

取

り

交
わ

す

こ
と

に
対
す

る
強

い
制

約
が

あ

る
中

で
、

妻

が

、
夫

と

子
供

と

の
生

活

を
営

む

場
所

の
中

に
、

別

の
男

か

ら

の
恋

文

の
東

を
隠

し
持

っ
て

い
る

こ
と

の
重

み
。

そ
れ

を
思

っ
て
こ

そ
、
夫

の
帰

宅

を
待

つ
時

間

の
中

で
手
紙

を
読

む
、

と

い
う

お
袖

の
行
為

が
、
こ

の
上
な
い
緊

迫
感

を

も

っ
て
迫

っ
て
く

る

の

で
あ

る
。

そ

し

て

お
袖

が

手

紙

を
開

封

し
な

い

の
は
、
「大

恩

の
良

人
」
(『
樋

ロ

一
葉

全
集

 
第

一
巻

』
四
八

〇
頁

)

と

「愛

ら

し
」

い
と
感

じ

る

(四
八

一
頁

)
我

が

子
と

が

あ

り
な

が

ら
、

「
ニ
タ
心

を

持

ち

て
済

む

べ
き

や

」

(同
右

)

と

い
う
思

い
が

あ

る

か
ら

で
あ

り
、

し
か

し

一
方

で
手
紙

を
始

末

す

る

こ
と

も

出
来

な

い

で

い
る

の
は
、

「夢

に

天
上

に
遊

べ
る

と

同

じ

」

(四

七
九

頁

)
と
桜
町

家

で

の

日

々
に
未
練

を
残
す

彼

女

が
、
今

の
日
常

の
中

で
も

「果

敢

な

き
楼

閣
を

空

中

に
描

く

」

(
四
八

〇
頁

)

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

よ
す
が

こ
と

を

や

め
な

い
で

い
る
限
り

、

「裏

屋

」

(
四
七

九
頁

)

で

の
暮

ら

し
と

〈天
上

で

の
日

々
〉

を
繋

ぐ
縁

を
欲

し

て

い
る
か

ら

で
あ

る
。

 

「暁

月
夜

」

「軒

も

る
月
」
い

ず

れ

の
場

合

も

、

〈開

封

し
な

い
手

紙
〉

と

は
、

道

徳

的

規

範

を
意

識

す

る
女

性

が
、

そ

れ

を
破

る

こ
と

の
な

い

一
線

を

確
保

し

つ

つ
、
自
分

の
中

に
抑
圧

し
た

思

い
を

ひ
そ

か
に
解

き
放

つ
場
所

を
持

つ
た
め

の
も

の
で
あ

っ
た

と
言

え

よ

う
。

だ

が

、

二

つ
の
作

品

の
違

い
は
、

お
袖
が

、

「今

日
ま

で
封

じ
を

解

か
ざ

り

し

は
我

れ

な
が

ら

心
強

し
と

誇

り
た

る
浅

は
か

さ
よ

、

(中

略

)
身

の
行

ひ

は

清

く

も
あ

れ

心

の
腐

り

の
す

て

が

た

く
ば

同

じ

不

貞

の
身

な

り

け

る
を

」

(四

八

一
頁

)

と
、

そ
う

し
た

手
紙

の
意
味

を
意

識

し
、

手
紙

を

読

み
、

そ

れ

を
焼

き

捨

て

る
と

い
う

行

為

に
よ

っ
て
、
自

ら
現

状
を
変

え
よ

う
と

す

る
動

き

を

見

せ

る
と

こ
ろ

に
見

出

す

こ
と

が

で
き

る

の
で
あ

る
。
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手
紙
が
引

き
起

こ
す
劇
的
展
開

男
女

の

つ
き
合

い
方

に
関
わ

る
規
範

の
存
在
と
、
手
紙

の
人
目
に

つ
き
や
す

い
不
自
由
な
性
格
と
か
ら
、

人
目
を
揮
る
手
紙
が
劇
的
な
展
開
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全
な
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陪
ド
ラ

マ
を
誘
発
す

る
き

っ
か
け
と

し
て
、
文
学

の
中

に
し
ば

し
ば
描
か
れ
る

こ
と
が
あ
る
。

南

翠
外
史

「常
陸
帯
」

(『
小
説

百
家

選
』
第

八
巻

〈明
治

二
七

・
六

・
三
 

春
陽
堂
〉
)
第

二
十
回

「折
濫
」

で
は
、
娘
が
手
紙
を
隠

し
持

っ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

お
た
め

て
い
た

こ
と

で
、

父
親

か
ら
折
橿
を
受
け
る
場
面
が
描

か
れ

て
い
る
。

ヒ

ロ
イ

ン
阿
為
が
挟
に
隠

し
て
い
た
文
は
、
実

は
彼
女

に
懸
想

し
て
い

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
て
る
な
り

る
華
族

の
御
曹
司
勅
使
河
原
輝
業

の
婚
約
者
、
淑
子
か
ら
の
文

で
あ

っ
た
が
、
そ
れ
を
見
た
父
伝
兵
衛
は
、
輝
業

か
ら

の
文
と
思

い
激
昂
す

る
。

「今

ま
で
ツ
イ
ぞ
お
前

の
処

へ
誰

か
ら
も
手
紙

の
来
た
事

は
な

い
が
見
れ
ば
優
し

い
そ

の
手
跡

一
体
何
処
か
ら
届

い
た
文
だ
と
鋭

く
問
」

い
、

 
 
 
 
 
め
す

「親

の
目
を
楡
ん

で
忍
び
男
を
捧

へ
る
」
「不
坪
な
女
」
、
「
不
義

の
文
」
と
決
め

つ
け
、
火
箸

で
打
ち
す
え
る
な
ど

の
暴
力
を
娘

に
加
え
る

二

二
〇
～

一
二
二
頁
)
。

「然
ら

で
だ

に
物
む
つ
か
し
き
伝
兵
衛
」

(第

二
十

一
回
、

一
二
二
頁
)
と

い
う
性
格
付
け
が
な
さ
れ

て
い
る
人
物

で
は

 
 
 
 
 
 

た
ン

あ
る
も
も

の
、

「
只
た

一
通

の
其
手
紙
親

の
目
に
見
せ
ら
れ
ざ

ア

モ
ウ
よ
し
親
子
の
縁

は
是
ま
で
」

(同
、

一
二
一二
頁
)
と
言
う
伝

兵
衛

の
隠
さ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ハリ
ロ

れ
た
手
紙
に
対
す
る
執
着

は
、
①

で
見
た
よ
う
な
規
範
と
無
縁

で
は
あ
り
得
ま

い
。

 
阿
為

に
か
か

っ
た
嫌
疑

は
濡
れ
衣
で
、
そ
れ
は
実
際

に
は

「不
義

の
文
」
で
は
な

か

っ
た
わ
け
だ
が
、
そ
も
そ
も
人
目
に
触
れ
や
す

い
手
紙

が
引
き
起

こ
す
騒
動
は
、
文
学

の
中

に
数
多
く
描

か
れ

て
き
た
。

女
三
宮
と
柏
木

の
密
通

の
露
見
は
、
宮
を
見
舞

っ
た
源
氏
が
、

し
と
ね

の
下

に
不
用
意

に
置

か
れ

て
い
た
柏

木

の
筆
跡

も
鮮

や
か
な
文
を
発
見
す

る
、
と

い
う

か
た
ち

で
描
か
れ

て
い
た

(
「若
菜

下
」
)
。
ま

た
、
近
松
門

左
衛
門

『
山
崎
与
次
兵
衛
寿

の
門
松
』
中
之
巻

で
は
、
新

町
の
太
夫
吾
妻

が
与
次
兵
衛

の
家

の
中

に
投
げ

入
れ
た

手
紙
が
、

「ア
、
誰
が
ひ
ろ
は

ふ
も

し
ら

い
で
女
房

の
有
男

の
屋
敷
。
遠
慮
も
な

い
と
ひ
ら
け
ば
見
し

つ
た
候

べ
く
候
。
朧
月

に
も
見
ち
が

へ
ぬ
あ
づ
ま
が
筆
」
と
、
妻

お
菊

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ハリ
リ

の
手

で
拾
わ
れ
、
読
ま
れ
る

こ
と
で
、
妻
と
遊
女

の
互

い
の
思

い
が
ぶ

つ
か
り
合
う
場
面

へ
と
繋
が

っ
て
ゆ
く
。

 
明
治
期
に
於

い
て
も
、
妻

の
あ
る
男

の
家

に
恋
文
を
郵
送

し
た
と
し
た
ら
、
女
性
が
家

の
中

に
い
る
こ
と
が
普
通

で
あ

る
こ
の
時
代
、

そ
の

手
紙
が
妻

の
手

に
渡

っ
て
し
ま
う

こ
と
は
十
分

に
考
え

ら
れ
る
こ
と

で
あ
ろ
う
。
し
か
し
そ
う
な

つ
た
時
に
、
妻

が
心
を
解

い
て
夫
と
女

を
引

き
あ

わ
そ
う
と
す

る
と

い
う
、
近

松

の
浄

瑠
璃

の
よ
う
な
展
開

(注

11
参
照
)
が
、

一
葉

の
作

品
に
現
わ
れ
る

こ
と
は
な

い
。

「
に
ご

り
え
」
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に
於

い
て
、
夫
源
七

の
心
を
と
ら
え
続

け
て
い
る
酌
婦

の
お
力
を
恨
む
お
初
が
、
お
力

の
心
中

の
思

い
に
触
れ
て
心
を
解

く
と

い
う
よ
う
な
展

開
は
見
ら
れ
な

い
。
逆

に
お
力
が
お
初

と
源
七

の
子
、
太
吉

に
買

い
与
え
た

「か
す

て
い
ら
」
が
き

っ
か
け

で
引
き
起

こ
さ
れ
た

口
論

の
あ
げ

く
、
源

七

の
家
庭

は

一
家
離
散

の
破

局
を
迎
え
る
。
作
品
冒
頭
か
ら
、
妻
お
初

の
目
に
触
れ
ず
に
確
実

に
源
七

の
手
に
渡
る
よ
う
な

〈人
づ
て

 
 
ハぬ
り

の
手
紙
〉

を
送

る
よ
う

お
力
に
勧
め
る
、
朋
輩
お
高

の
言
葉
が
描
か
れ
て
い
た

「
に
ご
り
え
」
で
は
、
お
初

の
恨
み
や
嫉
妬
を
氷
解
さ

せ
、
お

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ハお
り

初
と
お
力

の
心
を
結
ぶ
き

っ
か
け
と

し
て
の
手
紙
を

一
葉
が
登
場
さ
せ
る
こ
と
は
な
か

っ
た
。

 
そ
し

て

「
ゆ
く
雲
」

に
於
い
て
も
や
は
り
、
手
紙
は
お
縫
と
桂

次

の
妻

お
作

の
心
を
結
ぶ
き

っ
か
け
と

し
て
働

く

こ
と
は
な

い
。

そ
れ
だ
け

で
な
く
、

「ゆ
く
雲
」

の
手
紙
は
、
手
紙
を
取
り
交
わ
し
合
う
者
同
士
お
縫
と
桂
次

の
心
を
結

び

つ
け

る
も

の
で
も
な
か

っ
た
。

「ゆ
く
雲
」
に

於

い
て
手
紙

は
、

ど

の
よ
う
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
の
か
。

三
 

桂
次
か
ら
お
縫

へ
1

騨
方
通
行
の
手
紙
1

 

「
ゆ
く
雲
」
に
於

い
て
、
郷
里

に
帰

っ
た
桂
次
か
ら
お
縫

へ
送
ら
れ
た
手
紙
は
、
二
人
を
結

び

つ
け

る
意
思
疎
通

の
手
段
と

は
な

り
得
な

か

っ

た
。

そ
れ
は
、
桂
次

の
方
か
ら

〈お
縫
〉

へ
の
自
分
本
位

の
思

い
を
吐
露
す
る
、

一
方
通
行

の
も

の
と
し
て
あ

っ
た

の
で
あ

る
。

 
前
章

で
見
た
よ
う
な
、
女
性
か
ら
若

い
男
性
に
対

し
て
手
紙
を
送
る
事

へ
の
い
ま
し
め
と
、
手
紙
そ

の
も

の
が
持

つ
不
自

由
な
性
格
と
か
ら
、

お
縫

の
方

か
ら
桂
次

に
宛

て
て
、
桂
次

の
思

い
に
対
す

る
自
分

の
気
持
ち
や
、
自
分
が
日

々
心
中
に
抱
え

て
い
る
こ
と
な
ど
を
、
赤
裸

々
に
吐

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ハれ
り

露
す

る
よ
う
な

手
紙

を
書
く
こ
と
は
、

か
な
り
の
覚
悟
を
必
要
と
す
る
。
年

に

一
、

二
度

の
時
候

の
挨
拶

程
度

の
も

の
な
ら
ば

と
も
か
く
、
結

婚

し
て

い
る
男

の
許

へ

(
そ
し

て
そ

の
家

に
は
男

の
妻

が
常

に

い
る
は
ず

で
あ

る
)
、
自

分

の
心
底
を
告
白
す
る
よ
う
な

手
紙

を
送
る
と
な
れ

ば
、
そ

の
先

に
何

ら
か

の

「や

か
ま

し
き
沙
汰
」

(『
樋

口

一
葉
全
集
 
第

一
巻
』

五
〇
四
頁
)
が
出
来
す
る

こ
と
を
覚
悟

の
上

で
行
動
し
な
け

れ
ば
な
ら
な

い
だ

ろ
う
。
郵
送

し
た
場
合
、
そ
の
手
紙
が
桂
次

の
妻
お
作

の
目
に
触
れ
る
可
能
性
は
誰

で
も
想
定

で
き
る
は
ず

で
あ
り
、
も
し
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も
そ
う
な

っ
た
時

に
は
、

「上
杉

の
家
に
や

か
ま
し
き
沙
汰
も
お

こ
ら
ず
、
大
藤
村
に
お
作
が
夢
も
の
ど
か
な
る

べ
し
」

(
同
右
)
と

い

っ
た
状

況
は
俄

に
緊
迫

し
た
様
相
を
帯
び
だ
す

こ
と
に
な

る
。

〈姦
通
〉
と

い

っ
た
疑
惑

の
渦
中
に
巻
き
込
ま
れ
て

い
く

こ
と

へ
の
覚
悟
無

し
に
、
桂
次

に
親
密

な
手
紙
を
送
る

こ
と
は
考
え
に
く

い
の
で
あ
る
が
、
家

の
中

で
今
ま

で
通
り
の
日
常
を
送
ろ
う
と
し
て
い
る
お
縫

に
、
そ
う

し
た
覚
悟

の
時

が
訪
れ
て

い
る
よ
う
に
は
読
め
な

い
。

ま
た
、

こ
の
時
点

で
の
お
縫
が
、
お
作

に
見
ら
れ
る
こ
と
な
く
確
実

に
手
紙
が
桂
次

の
手

に
落
ち

る
よ
う
人
づ
て
で
送
る
、
或

い
は
筆
跡
や
署
名
を
男
に
偽

る
な
ど

の
策
を
弄
す
る
と
い
う
よ
う
な

こ
と
も
考

え
ら
れ
な

い
。
何
ら

か
の
策

を
弄

す
る
と

し
た
ら
、
そ

の
行
為

は
、
妻

を
持

つ
男
に
対
し
て
積
極
的

に
働
き
か
け
る
と
い
う
特
別
な
意
味

を
帯
び
て
し
ま
う

こ
と
に
な

る
。

こ
の

場
合
、

お
縫

が
そ

こ
ま

で
す
る
た
め
に
は
、
ま
ず
、
彼
女

の
中

で
桂
次

に
対
す
る
強

い
感
情

(恋
情
)
が
意
識
さ

れ
る
か
、
或

い
は
、
今

の
生

き
方

か
ら
抜
け
出

し
た

い
と

い
う
よ
う
な
、
何
か
や
む
に
や
ま
れ
ぬ
思

い
に
彼
女
が
突
き
動
か
さ
れ
る
か
、
等

の
事
態
が
存
在

し
な
け
れ
ば
な

ら
な

い
。

し
か
し

「相
か
は
ら
ず
」
両
親

の
顔
色

を
う
か
が

い
、

「我
身

を
な

い
物

に
し
て
上
杉
家

の
安
穏
を
は
か
」

っ
て

い
る

(五
〇

八
頁
)

お
縫

の
心
が
、

そ

こ
ま

で
激
し
く
動

い
て
い
る
よ
う
に
も
読
め
な

い
。

 
桂
次
が
郷
里

へ
去

っ
て
か
ら
、
生
涯
手
紙
を
絶

や
す

こ
と
は
し
な

い
と

の
誓

い
に
反
し
て
、
さ
ほ
ど
時

も
経
ぬ
う
ち

に
お
縫

へ
の
手
紙
は
減

り
始
め
、

つ
い
に
は

「年
始

の
状
と
暑
中
見
舞
」
だ
け

に
な

る
。
し
か
し
手
紙
が
途
絶
え
る
理
由
を
、
お
縫
が
桂

次
か
ら

の
手
紙

に

〈本
当

の

意
味

で
の
返
事
〉

を
書

か
な
か

っ
た

こ
と
に
求
め
ら
れ

る
と

い
う

ほ
ど
、
事
は
単
純
で
は
な

い
。

こ
こ
で
論
者

の
言
う

〈本
当

の
意
味

で
の
返

事
〉

と
は
、
最
初

の
頃

の
桂
次
か
ら

の
手
紙

に

「
こ
と
細
か
」
く

(五
〇
七
頁
)
書
か
れ

て
い
た
に
違

い
な

い
、
お
縫

へ
の
彼

の
思

い
に
対
し

て
、
彼
女

の
方
か
ら
も
自
分

の
気
持
ち

を
桂
次

に
向
け

て
語

っ
た
も

の
、
と

い
う
意
味

で
あ

る
。

そ
も
そ
も
は
じ
め
か
ら
、

お
縫

が
郷
里

へ

去

っ
た
桂
次

に

〈本
当

の
意
味

で
の
返
事
〉
を
実
際
に
書
く
と

い
う

こ
と
は
、
桂
次
に
と

っ
て
み
て
も
想
像
し
に
く

い
こ
と
で
あ

っ
た
は
ず

で

あ
る
。
前

に
述

べ
た
よ
う

に
、
妻
が

い
る
男

に
向
か

っ
て
自
分

の
内

面
を
事
細
か
に
打
ち
明
け
る
よ
う
な
手
紙
を
、
妻

が

い

つ
も
共
に

い
る
で

あ
ろ
う
男

の
家

に
送

る
と
い
う

こ
と
は
、
当
時

の
感
覚

で
は
よ
ほ
ど

の
こ
と
が
な

い
限
り
考
え

に
く

い
。
し
か
し
、
帰
郷
前

の
桂
次

の
眼

に
は
、

ss



自

分

が

い
く

ら
気

持

ち

を

ぶ

つ
け

て
も
、

そ
れ

に
対

し

て
は

か
ば

か

し

い
反
応
を

殆

ど

示
さ

な

い
お
縫

の
姿

が

い

つ
も
映

っ
て

い
た

の
で
あ

る

か

ら

、

お
縫

か

ら

の
返
事

が
な

い

こ
と

を
承

知

の
上

で
、

彼

は
、

「我

れ

は
世

を
終

る
ま

で
君

の
も

と

へ
文

の
便

り

を

た

墨
ざ

る

べ
け

れ

ば

、

君

よ

り

も

十

通

に

一
度

の
返
事

を

与

へ
給

へ
」

(五
〇

六

頁
)

と

言

っ
て

い
た

に
違

い
な

い
の

で
あ

る
。

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
ハめ
ソ

 

桂

次

の
軽

薄

さ

と

そ

れ
を
椰

楡

す

る

よ

う
な

語

り

に

つ
い
て
は

こ
れ
ま

で
も
論

じ
ら

れ

て
き
た

。

こ

こ
で
、
彼

が

ど

の
よ

う

に
描

か
れ

て

い

る

か
を

、

先

行

研

究

で
言
及
さ

れ

て

い
な

い
点

も

含

め
、

辿

っ
て

お
き
た

い
。

そ

も

そ
も
桂

次

は
、

い

つ
も

正
直

な
自

分

の
気
持

ち

を

お
縫

に

伝

え

て

い
る

つ
も

り

で
あ

っ
た

ろ

う

が

、
彼

が

お
縫

の

こ
と

を

十
分

に
理
解

で
き

て

い
た

か
と

い
う

と

、

そ
れ

は
ま

た

別

で
あ

る
。

(上

)
末

尾

の
、

次

の

一
節

を

見

て
み
る

と
、

 

 
 

 
 

 
ち
おは
あ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
き
や
ん

 

 

(前
略
)
父
母
そ
ろ
ひ
て
家

の
内

に
籠
り
居
に
て
も
済
む
べ
き
娘
が
、
人
目
に
立

つ
ほ
ど
才
女
な
ど
呼
ば
る

》
は
大
方
お
侠

の
飛
び
あ
が

り
の
、
甘
や
か

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

よ
うつ

 

 

さ
れ

の
我
ま

》
の
、
つ
ン
し
み
な
き
高
慢
よ
り
立

つ
名
な
る
べ
く
、
物
に
は
ゴ
か
る
心
あ
り
て
万
ひ
か
え
目
に
と
気
を

つ
く
れ
ば
、
十
が
七
に
見
え
て
三
分

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

ふ
るさ
と

 

 

の
損
は
あ
る
も
の
と
桂
次
は
故
郷
の
お
作
が
上
ま
で
思
ひ
く
ら
べ
て
、
い
よ
く

お
ぬ
ひ
が
身

の
い
た
ま
し
く
、

(後
略
) 

 
 

 
 

 

(四
九
八
頁
。
)

と

あ

る

よ

う

に
、

桂

次

が
、
自

分

の
許

婚

で
あ

る
養

家

の
娘

お
作

と
お
縫

を

比
較

し
、

お
作

と

の
違

い
を

見
出

し

て
、

お
縫

に
同

情

を
寄

せ

て

い
る

こ
と
が

わ

か

る
。

引

用
部

前

半

で

は
、

「人

目

に
立

つ
」

「才

女

」
な

ど

と
呼
ば

れ

る
よ

う
な

活

発
な

女

性

に

対
す

る
批

判

が

語

ら

れ

て

い

る

が
、

こ

の
文

が

引

用
部

後
半

で
桂

次

の
心
情

に
収

敏

し

て
ゆ

く

と

こ
ろ

か
ら
、

こ

の
批

判

は
桂

次

の
心
内

語

を
な

ぞ

っ
て

い
る
も

の
と

し

て

読

め

る
。

批

判

的

な

言
葉

が
た

た

み

か

け

る

よ

う

に
重

ね

ら

れ

て

い
る
と

こ
ろ

も
、

思

い

こ

み
が

激

し
く

感

情

的

な
桂

次

の
言

葉

を

思

わ

せ

る
。

桂

次

の
脳
裏

に
浮

か
ん
で

い
る

「人

目

に
立

つ
」

「才

女
な

ど

呼
ば

る

」
」

「我

ま

」
」

な
娘

と

は
、
傍

線

部

よ

り
お
作

を

想

定

し

て

い
る

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
い
た
づ
ら
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 と
 
を

こ
と

に
な

る
が

、

「相

応

に
悪

戯

も

つ
よ

く
、

女

に

し

て
は

と

亡
き

母
親

に

眉
根

を
寄

せ
さ

し

て
」

い
た

「十

歳
ば

か

り

の
頃

」

の
お
縫

(
四

九

九
頁

)

が
、

継

母

の
抑

圧
を

受

け

る

こ
と
な

く

、

も

し

も
そ

の
ま
ま

に
成

長

し

て

い
た
と

し
た
ら

、

そ

の
姿

は
桂

次

が
批

判

的

に
語

っ
て

い

る

こ

の
お
作

の
姿

と

、
意

外
に

近

い
も

の
に
な

っ
て

い
た

か
も

知

れ
な

い

の
で
あ

る
。

注

1

の
拙

稿

に

て
見

た
よ

う

に
、

こ

こ
で
桂

次

が

同
情
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よ
う
つ

を
寄

せ
る
、

「
万
ひ
か
え
目

に
と
気
を

つ
」
け

て
い
る
お
縫

の
姿
が
、
実
は
お
縫

の
実
像

で
は
な

い
こ
と
が
、

こ
の
作

品
に
は
描
き

込
ま
れ

て

い
た
。

「我
れ

の
み

一
人

の
ぼ

せ
て
耳
鳴

り
や
す

べ
き
桂
次
が
熱
は
は
げ
し
け
れ
ど
も
」

(五
〇
四
頁
)
と
語
ら
れ

る
よ
う
に
、
情
熱
的

な
態
度

で
お
縫

に
自
分

の
気
持

ち
を
訴
え

る
桂
次

で
は
あ

っ
た
が
、
し
か
し
彼

の
中
で
は
、
現

に
目

に
見
え

て

い
る
、

「身

を
無

い
も

の
に
し
て
勤
」

め

る

(五
〇
〇
頁
)
そ

の
お
縫

の
姿
ば

か
り
を
見
、
彼
女

に
同
情
す

る
こ
と
が
目
的
化
し
て
い
る
。

 
お
作
と

の
差
異
に
於

い
て
お
縫

を
見
よ
う
と
す

る
桂
次

に
と

っ
て
、
お
縫

は
、
定
め
ら
れ
た
将
来
と
は
違
う
人
生
を
束

の
間
夢
想
さ
せ
る
存

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

つ
く
り
ざ
か
や

在
と

し
て
あ

っ
た
。
養
家

を
離

れ
て

の
自
由
な
東
京

で
の
日

々
の
中

で
、

「造
酒
家

の
大
身
上
」
を
継

ぐ
自
分

の

「行
く
末
を
も
鎖

り
に

つ
な

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

い
つ

が
れ
た

る
や
う

に
」
感

じ
、

「
国
を
出

る
ま

で
は
左
ま

で
不
運
の
縁
と
も
思

は
ざ

り
し
」
お
作
と

の
結

婚
も
不
服

に
思
え

て
き
た

(以
上

四
九

六
頁
)
彼
に
と

っ
て
、
お
縫

の
継
子
と
し
て
の

「気
苦
労
を
思

ひ
や
」
り

(四
九
八
頁
)
、

「
あ
は
れ
な

る
は
継
子

の
身

分
に
し
て
、
騎

甲
斐
な

い
も

の
は
養

子

の
我
れ
」

(同
右

)
と

い
う

よ
う

に
、
お
縫

の
立
場
に
自
ら

の
境
遇
を
重
ね
合
わ

せ
る
こ
と

で
募

っ
て
ゆ
く
同
情

は
、
お
縫

に

向
け
ら
れ

て
い
る
よ
う

で
あ

り
な
が
ら
、
そ

の
実

そ
れ
は
桂
次
自
身

に
向
け
ら
れ
て
い
た
と
言
え
る
。

も
し
も
彼
が
故
郷
を
捨

て
、
お
縫
と

一

緒

に
な

る
こ
と
で
、
浮
世

の
義
理
に
背

い
て
で
も
本
当

に
自
分

の
人
生
を
変
え
よ
う
と
思
う
な
ら
ば
、

そ
れ

は
生
半
可
な
覚
悟

で
は
済
ま
な

い

こ
と

に
な

る
。

し
か
し
、
お
縫

の

「
ゆ
く
末
を
守

り
玉

へ
と
」
観
音
様

に
祈
り

(五
〇
四
頁
)
、
自
分
以
外

の
他

の
男
と
結
婚

し
、
出
産
す

る

将
来

の
お
縫

の
姿
を
話
題
に
す

る

(五
〇
六
頁
)
彼

の
姿

か
ら
は
、

人
生
を
か
け
て
ま
で
、
何
と
し
て
も
彼
女
と

一
緒

に
い
よ
う
と
努
力
す

る

様

子
は
読

み
取
れ
な

い
。

 

見
せ
か
け

の
お
縫

の
奥
に
潜

む
彼
女

の
実
像
を
見

つ
め
よ
う
と
し
な

い
桂
次
が
、
自
分

の
思

い
に
反
応
し
て
面
倒
を
起

こ
す
よ
う
な
お
縫

の

姿

を
想

像
す

る
こ
と
は
な

か

っ
た

に
違

い
な

い
。
だ

か
ら

こ
そ
彼
は
、
思
う
存
分
自

分

の
気
持
ち
を
熱

く
語
る
事
が
出
来
た
と

も
言
え
る
。

レ
ー

ル
を
敷

か
れ
た
将
来
、
窮

屈
と
感
じ
ら
れ

る
日
々
の
中
で
、
東
京

で
出
逢

っ
た
お
縫
に
向
け
ら
れ
た
桂
次

の
言
葉

は
、
養
家

の
目
が
届
か

な

い
と

こ
ろ

で
、
自

分

の
思
う
が
ま
ま

に
思

い
を
自
由

に
解
き
放

っ
て
い
る
と

い
う
感
覚
を
も
た
ら
す
も

の
で
あ

っ
た

の
だ
ろ
う
。
郷
里
に

ss



帰

っ
て
か
ら
し
ば
ら
く

の
間
送
り
続
け
ら
れ
た
手
紙
も
、
そ

の
延
長

で
あ

っ
た
。

し
か
し
、
も
と
も
と
上
京
前
は
自

分

の
身
を
不
運
と
も
思

つ

て

い
な

か

っ
た
桂

次
が
、
郷
里

の
暮

ら
し
に
次
第

に
な
じ
ん

で
ゆ
く

の
に
そ
う
時
間
は
か
か
ら
な
か

っ
た
。

「昨

日
あ

は
れ
と

見
し
は
昨

日
の

あ

は
れ
、
今

日

の
我
が
身

に
為
す
業

し
げ

}
れ
ば
、
忘

る

」
と
な
し
に
忘

れ
て
」

(五
〇
七
頁
)

ゆ
く

に

つ
れ

て
、
桂
次

は
お
縫

に
対

し
て
言

葉
を
発
す

る
意
味
を
見
出

せ
な
く
な

っ
て
ゆ
く
。

こ
の
よ
う

に
見
た
と
き
、
仮

に
お
縫
が
自
分

の

「真

心
」
を
手
紙
に
託
し
た
と

し
て
も
、
桂

次

の
方

が
そ
れ
を
受
け

と
め
、

二
人
が

心
を
通
わ
す
機
会
が
訪
れ
た
か
ど
う
か
は
疑
わ
し

い
。
桂
次

に
と

っ
て
お
縫

へ
の
手
紙
は
、

お
縫

の
心

を
慰
め

る
た
め

の
も

の
と

い
う
よ
り
も
、
も

っ
と
自
分
本
位

の
も

の
で
あ

っ
た

の
で
あ
る
。

四
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ー

 
か

つ
て
の
お
縫

は
、

死
に
た

い
と
願
う
ほ
ど

つ
ら

い
自
分

の
状
況
を
、
亡
き
実

母

の
墓
前

で
泣

い
て
訴
え
た
。

し
か
し
、
現
実

に
母
が
答
え

て
く
れ

る
は
ず

も
な

く
、
そ
の
訴
え
は

一
方
通
行

の
も

の
で
し
か
な

か

っ
た
。

そ

の
後

の

「身
を
無

い
も

の
に
し
て
闇

を
た
ど

る
」

(五
〇
〇

頁
)
よ
う
な
お
縫

の
人
生

の
中

で
、
桂
次
と

の
別
れ
際

の
、
彼
女

の

つ
ら

い
日
常
を
察

し
て
く
れ
る
彼

の
言
葉
が
、
孤
立
無
援

で
あ

っ
た
お
縫

の
心
に
触
れ
た

で
あ
ろ
う

こ
と

は
注
1

の
拙
稿
に
於

い
て
述

べ
た
。

そ
し
て
論
者

は
、

こ
の
時

に
お
縫

の
心
に

「
ほ
こ
ろ
び
が
切
れ
」

か
け
た

と
解

釈

し
た
。

そ
れ
は
、
帰
郷
し
た
桂

次
か
ら

の
手
紙
を

「う

れ
し
く
見
」
、

手
紙
が
減
り
始
め

る
と
そ
れ
を

「恨
」
ん
だ

(五
〇
七

頁
)
と

い
う
ふ
う

に
語
ら
れ
る

お
縫

の
心
情
が
、
か

つ
て
の
、

「桂
次
が
親

切
は
う
れ
し
か
ら
ぬ
に
非
ず
、

(中
略
)
心

に
か
け

て
可
愛
が

り
て
下
さ
る

か
た
じ

は
辱
け
な
き
事

と
思

へ
ど
も
」

(五
〇
〇
頁
)
と
、

〈嬉

し
く
な

い
わ
け

で
は
な

い
、
有
難

い
こ
と

で
は
あ

る
が
、

…
…
〉

と

い
う

よ
う
に
語
ら

れ

て
い
た
、
冷
静

で
消
極
的
な
状
態

か
ら
は

一
歩
進
ん
で

い
る

こ
と
が
わ
か
る
か
ら

で
あ

る
。

「岩
木

の
や
う
な

る
お
縫
」

(五
〇

六
頁
)

の
内

部

に
は
、
確
実

に
変
化
が
生
じ
始
め

て
い
た
。

父
と
継
母
に
対
す

る
身

の
処
し
方

は
変
わ
ら
ず
と
も
、
桂
次
か
ら

の
手
紙
を
読

む
と

い
う
行
為

の
中

で
、
お
縫

は
、
こ
れ
ま
で
封
じ

込
め

て
き
た
自
分

の
感
情

の
動
き
を
、
再
び
感

じ
る
こ
と
の
出
来

る
時
間
を
持
ち
始

め
て

い
た

の
で
あ
る
。
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菅
聡

子
氏

は
、
桂
次

と

の
別
れ
際
に
涙
を

こ
ぼ

し
、

「
お
縫

の
閉
ざ
さ
れ
た
心
が
」

「融
け
は
じ
め
た
」
時
、

「物
語
を
綴

る
契

機
が
彼
女

の

中

に
確

か

に
芽
生

え

て

い
た
」

と
し

て
、

こ
の
ま

ま
桂

次
か
ら

の
手
紙

に
接
し
続
け

て
い
た
と
し
た
ら

「
お
縫

は
や

が

て

〈読

み
手
〉

か
ら

〈書
き
手
〉

へ
と
変
貌

し
た
だ
ろ
う
」
と
述

べ
て
い
る

(菅
氏
論
文
、
三
八
頁
)
。
菅

氏

の
言
う
、
「
お
縫

の
日
常

は
表
面
上
変
わ
ら
な
か

っ
た
」

と
し
て
も
、

「彼
女

の
心

は
ひ
そ
か
に
物
語
を
綴
り
始

め
て
い
た
」

(同
右
)
と

い
う
点

に

つ
い
て
は
異
論
は
な

い
。

し
か
し
、
更

に
考
え

て
お

き
た

い
問
題
は
、
本

論
に
於

い
て
見
た
よ
う
な
当
時

の
規
範

の
中

で
、

お
縫

が
心

の
中

で
書
き
綴

る
手
紙

が
、
現
実

の
手
紙
と
な

っ
て
桂
次

の

も
と

に
届
く
、
と

い
う

こ
と
は
容
易

に
実
現
し
な

い
と

い
う

こ
と
、
表
向
き

の
生
き
方
を
変
え
て

い
な

い
お
縫
も
、
郷

里
で
の
レ
ー

ル
の
敷
か

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ヘ  ヘ  へ

れ
た
人
生
を
選
ん
だ
桂

次
も
、
現
実

に
お
縫
が
桂
次

に
宛

て
て
事
細

か
な
自
己
告
白

の
手
紙
を
送

る
、
と

い

っ
た

こ
と
を
考
え

て
い
な

い
の
で

は
な

い
か
、
と

い
う

こ
と

で
あ

る
。

「桂
次

に
手
紙
を

〈書

く
〉
と

い
う
行
為

は
、
お
縫

に
と

っ
て
初
め

て
自
ら
と
向
き
あ

い
自
ら
を
確
認
し

自

己
を
語

る
と

い
う
行
為

を
意
味

し
た
」

(菅

氏
、

三
八
頁
)
と

い
う
よ
り
も
、
ま
ず
自
ら

の
心
と
向
き
あ

い
、
自
ら

の
生
を
確
認

し
た
う
え

で
な

く

て
は
、
お
縫

に
は
自
ら
を
語
る
手
紙
を
書

く

こ
と
は

で
き
な
か

っ
た
と
思
わ
れ
る
。

 
本
論

二
章

で
見
た
よ
う

に
、
女
性

の
置

か
れ

て
い
る
状
況
が
不
自
由

で
あ

っ
た
時
代

に
、
女
性
に
と

っ
て

の
手
紙
も
、
自
由
自
在

に

い

つ
何

時

で
も
思

い
の
丈
を
綴

れ
る
、
と

い
う
も

の
で
は
あ
り
得
な
か

っ
た
。
そ
し
て
家

の
中

に
い
る
女
性
が
、
男
性
か
ら

の
手
紙
を
受
取
る

こ
と
に

も
、

周
囲

の
人

々
の
目
が
光

っ
て
い
た
。

し
か
し
、
そ

の
不
自
由
さ
や
緊
張
感

の
中

で
、

い
や
そ

の
不
自
由
さ
や
緊
張
感

が
あ

る
か
ら

こ
そ
、

そ
れ
を
逆

手
に
と

っ
て
、

一
葉

小
説

の
ヒ

ロ
イ

ン
た
ち

は
、

〈手
紙
〉
と

い
う
も

の
を
よ
す
が
と
し

て
、
自
ら

の
思

い
を
自

由
に
羽
ば

た
か
せ

る
時

を
持
と
う
と

し
た
。

手
紙

は
、
女

た
ち

の
生

に
緊
張
を
も
た
ら
す
格
好

の
媒
体

で
あ

っ
た
と
言
え
る
。

 

し
か
し

「
ゆ
く
雲
」

の
手
紙

は
、

「暁
月
夜
」
や

「軒
も
る
月
」

ほ
ど
、
葛
藤
や
緊
張
を
、

ヒ

ロ
イ

ン
に
も
た
ら
し
て
い
る
と
は
言
え
な

い
。

「ゆ
く
雲
」

で
は
、

お
縫
が
自
分

か
ら
手
紙
を
送

る
こ
と
は
不
自
由

で
あ

っ
た
と
し
て
も
、
桂
次
か
ら

の
手
紙
を
受
取

る
こ
と
に
関

し
て
は
、

障
害
が
あ

っ
た
よ
う
に

は
描

か
れ

て

い
な

い
。

「身

を
無

い
も

の
に
し
て
」
生
き

て
き
た
彼
女

の
、

こ
れ
ま
で

の
桂
次

に
対
す

る

「岩

木

の
や
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う
な
」
身

の
処

し
方
が
、
上
杉
家

の
父
母

の
疑

い
を
封
じ
た
と
も
読

め
る
し
、
或
は
、
親
た
ち

の
心
が

〈疑
惑
↓

心
配
〉

と

い
う
ふ
う

に
動

か

な

い
ほ
ど
、

お
縫

の
存
在
が
こ

の
家

庭

で
無
視
さ
れ

て
い
る
と
も
読
め
る
が
、
と
も
か
く
、
桂
次
か
ら

の
手
紙
は
お
縫

の
手
許
ま

で
届
け
ら
れ

た
。

桂
次

も
、
親

た
ち

も
、
誰

一
人

「や
か
ま
し
き
沙
汰
」

の
出
来
な
ど
、
予
想
だ

に
し
て

い
な

い
。

そ
う

い
う
、

現
実
に
は
何
も
動
き
出
さ

な

い
、

と

い
う
安

心
感

の
も
と

で
、

お
縫
は
、
桂
次

か
ら

の

一
方
通
行

の
手
紙
を
読
む
と

い
う
そ

の
ひ
と
と
き
だ

け
、
自
分

の
感
情
を
抑
圧
せ

ず

に
す

む
時
間
を
持

つ
て
い
た

の
で
あ

る
。
上
杉
家

で
は
、
桂
次

の
在

京
中

に
も
、
お
縫

の
物
堅

い
身

の
処
し
方

に
よ
る
た
め
か
、

二
人

の
関

係

に

つ
い
て
特

に
問

題
視
さ
れ

て
い
た
様
子
は
な

く
、
そ
し

て
桂
次
帰
郷
後

の
お
縫

の
中

に
も
、
彼
か
ら

の
手
紙

を
読
む

こ
と
に
対
す

る
後
ろ

め
た
さ

や
葛
藤

が
見
出
せ
な
い
こ
と
か
ら
、
彼
女

と
し
て
は
、
家

の
中

で
非
難
を

浴
び

る
こ
と
も
な
く
、

よ

っ
て
、
規
範
か
ら
逸
脱

し
て
い
る

と

い

っ
た
意

識
に
強
く
苛
ま
れ
る

こ
と
も
な
く
、

た
だ

〈昔
な
じ
み
の
手
紙
を
読

む
〉
と

い
う

〈安
全
な
場
所
〉

に
閉
じ
こ
も
ろ
う
と

し
て
い

た
と
読

め
る
。

 
桂

次
か
ら

の
手
紙

が
途
絶
え
な

か

っ
た
と
し
た
ら
、

〈安
全
な
場
所
〉
か
ら
、
な

か
な
か
足
を
踏

み
出
し
そ
う
に
な

い
、
登
場
人
物

た
ち

の

様
子
を
見

る
限
り
、
葛
藤
が
飽
和
状
態

に
達

し
て
自

ら
手
紙
を
燃
や
し
尽
く
し
た

「軒
も
る
月
」

の
お
袖

の
よ
う

に
は
、
お
縫

の
変
貌

(新
た

な
展
開
)

の
時
は
容
易

に
は
訪
れ
な

い
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
お
縫

の
心

の
支
え
と
な

り
得

る
よ
う
な
桂
次

か
ら

の
手
紙
は
途
絶
え
、

お
縫
は

安
住

し
よ
う
と
し

て

い
た
場
所

を
失
う
。
最
後

に
、
敏

か
ら
自
分

の
身

を
遠
ざ
け

〈安
全
な
場
所
〉

へ
と
姿
を
隠
す
、

「暁

月
夜
「

の

一
重
と

は
逆

に
、

「ゆ
く
雲
」

に
於
い
て
は
、

〈安
全
な
場
所
〉

が
崩
壊

し
た

こ
こ
に
於

い
て
初
め

て
、

「
ほ

こ
ろ
び
が
切
れ
」
た
心
と
、
自

分

の
感
情

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ヘ  ヘ  へ

を
抑

圧
す

る

こ
と

に
失
敗
し
た
経
験
と
を
抱
え

て
、
自
分
は

こ
れ

か
ら
ど
う
生
き

て
い
く
の
か
、
と

い
う
問

い
に
、
お
縫
が

一
人

で
向

か

い
合

う

可
能
性
が
開
け

て
き
た
と
言

え
る
の
で
は
な

い
か
。
桂
次

か
ら

の

一
方
通
行
の
手
紙

に
さ
さ
や

か
な
喜

び
を
見
出
す
と

い
っ
た
他
力
本
願

で

は
な

い
か
た
ち

で
、
彼
女
が
自
分

の
心
と
向
き
合
う
時
1

そ

の
訪
れ
を
予
感
さ
せ
て

「ゆ
く
雲
」

は
終

る
。

 

「
ゆ
く
雲
」
と

い
う
作
品
と
し

て
は
そ
れ
以
上
追
究
さ
れ
な
か

っ
た

〈
お
縫

の
そ
れ
か
ら
〉

の
問
題

は
、
自

ら

の
心
と
向

き
あ

い
、
そ
れ
を
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捉
え

る

こ
と
が
如
何

に
困
難

で
あ
る
か
、
と

い
う
問

い
か
け
と
な

っ
て
、

け
継
が
れ

て
ゆ
く

こ
と
に
な

る
の
で
あ

る
。

一
葉

の
他

の
作
品

の
ヒ

ロ
イ

ン
の
中

に
、

か
た
ち
を
変

え
な
が
ら
受

 

注

(
1
)

拙
稿

「縫

う

こ
と
、
綻

び

る

こ
と
ー

一
葉
作

「
ゆ
く
雲
」
の
基
層
に
あ
る
イ
メ
ー
ジ
に

つ
い
て
ー

」

(『
女

子
大

国
文
』

第

=

二
〇
号

〈平
成

=
二

・
一

 

二

・
二
〇
 

京
都
女

子
大

学
国

文
学
会

〉
)

八

～

一
一
頁

参
照
。

(2
)

同
右

、
六

～

七
頁

、

及
び
、

二
三

頁
参
照
。

『
樋

口

一
葉
全
集

 
第

三
巻

㈲
』

(昭

和
五
三

・
一

}
・
一
〇
 
筑

摩
書

房
)

五
七

一
～

五
七

二
頁
、

同

 

全

集

『
第
三
巻

ω
』

(
一
九

七
六

・

一
二

・

一
五
)

三

一
五
～
三

一
六
頁
。

(3

)
『
読

売
新

聞
』

月
曜

附
録

(明

治

二
八

・
九

・

一
六
)
。

注

1

の
拙
稿

二
頁
参
照
。

(
4
)

三
枝

和

子
氏

は
、

『
ひ
と

ひ
ら

の
舟
 

樋

口

一
葉

の
生
涯
』

(
一
九
九

二

・
六

・
三
〇
 

人
文
書
院
)

に
於

い
て
、
作

家

一
葉

の

「
特
色

」
を

「
い
わ

 

ゆ

る
父

の
庇

護

の
も

と

に
あ

る
令

嬢
作

家
、

夫

の
庇
護

の
も

と
に
あ

る
閏
秀
作
家

で
は
な

い
」

こ
と

に
見
、

「半

井
桃
水

を
単
身

訪

問
す

る

こ
と

に
し

 

て
も
、

父

の
娘
、
夫

の
妻

で
は

で
き
な

い
こ
と

で
あ

る
。

何
事

も
自
分

一
人

の
判

断

で
実
行

で
き

る

こ
と

に
は
、
あ

え

て
言
え
ば
経

済
的

苦

労
を
超

え

 

る
意

味
が

あ

っ
た

の
で
は
な

か
ろ

う
か
。
」

「
一
家

の
戸
主

で
あ
る

こ
と

は
、
女

性

を
か
ぎ

り
な
く
自

由

に
す

る
」
な

ど

の
見
方

を
提

出

し
た

(
「あ

と

 

が
き

」

一
八
六

～

一
人
七
頁

)
。

ま

た
、

「
二
七
年

一
月
」
と
表
書

に
あ

る

一
葉

の
雑
記

「
つ
ゆ

し
つ

く
」

(感
想

・
聞
書

5
)

に

は
、

「す

が

れ
よ
と

ま

 

ね

く
挾
も

う

か
り
け

り
 

ひ
と

り
や
た

」
ん
た

ゴ

ひ
と
り

に
て
」

と

い
う
歌
が
書

か
れ

て

い
る

(『
樋

口

一
葉
全
集

 
第

三
巻
㈲

』
七

四

四
頁
)
。

(
5
)

「
樋

口

一
葉

『
ゆ
く
雲
』

試
論
ー

心
の
ゆ
く
え
ー

」

(『
淵
叢

』
第

一
号

〈
一
九
九

二

・
三

・
一 

淵
叢

の
会

〉
)

三

三
～
三

四
頁
。
本

論

に
於

け
る

 

菅
氏

の
説

の
引

用
は

す

べ
て
当
論

文

に
よ

り
、

以

下
、

掲
載
誌

の
頁
数

の
み
示
す
。

(
6
)
半

井
桃
水

が

一
葉

の
死
後

に

発
表

し
た
文
章

の
中

で
、

一
葉

の
生
前

、
次

の
よ
う
な
忠
告

を

し

て
い
た

と
語

っ
て
い
る
。

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

た
お 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
か
う

 

 
 

 

女
史

が

私

に
送

ら

れ
た
手

紙
を

見

て
、
何

か
凡
な
ら

ぬ
関
係

で
も
あ

る
や
う

に
思

ひ
た

る
人
も
あ

つ
た

の

で
、
常

に
私
は
女
史

に
向

ひ
、
斯

い

 

 
 

ふ
事

を
警
告

し
た
、
男

は
対
話

で
打
解

け

て
も

手
紙

の
上

で
は
打
解

け
ぬ
が

、
夫

に
反

し
て
御
婦

人
は
対
話

の
時

は
打
解

け
ず

手
紙

の
上

で
打

解
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ま
 
レ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ハマ
マ
リ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

あ
な
た

 
 

 

け

る
、

夫

ゆ
ゑ
艶
め

か

し

い
文
字

を
列
ね

て
往

々
あ

ら
ぬ
疑

ひ
を
招

ぐ
や
う

な
事
も
起

る
。
貴
嬢

ほ
ど

の
文
章
家

で
も

此

の
欠

点

は
免

か
れ
ぬ
、

 
 
 

好
く
く

注
意
せ
ら
れ
た

い
と
、

(後
略
)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(「
一
葉
女
史
の
日
記
に
就

て
」
『
女
学
世
界
』
第

一
二
巻
第

=

号

(明
治
四
五

・
八

・
一 

博
文
館
〉
初
出
。
)

 

一
葉
が
、
彼
女

の
行
動
を
強
く
規
制
す
る
存
在
を
家
庭

の
中

に
持
た
な
か

っ
た
こ
と
か
ら
、
比
較
的
自
由
に
筆
を
執
る

こ
と
が
出
来
た
と
し
て
も
、
そ

 

の
手
紙

は
世
間

の
人
々
の
好
奇
心
を
刺
激
し
や
す

い
も
の
で
あ

っ
た
。
手
紙
に
限
ら
ず
、

一
葉
と

『
文
学
界
』
同
人
達
と
の
交
際
に

つ
い
て
も
、
後
年

 

馬
場
孤
蝶
が
、

 
 
 
 
(前
略
)
私

の
考
か
ら
言
ふ
と
、
女
が
男

の
所
に
来
た
り
、
男
が
女

の
所
に
行

つ
た

り
す
る
と
、
い
つ
も
普
通
以
外

の
関
係

の
あ
る
や
う
な
噂
さ

 
 
 

を
立

て
る
と
云
ふ
の
は
、
甚
だ
よ
く
な
い
事
と
思

ふ
。
ツ

マ
リ
は
、
男
が
女

に
対
し
、
女
が
男
に
対
す
る
事
は
、
男
が
男
に
対
し
、
女
が
女
に
対

 
 
 

す
る
と
、
同
じ
様
な
場
合
が

い
く
ら
も
あ
る
と

い
ふ
こ
と
を
、
世
間
で
認
め
て
貰
ひ
度

い
、
荷
も
筆
を
執

つ
て
世
に
立

つ
程

の
も

の
は
、
そ
れ
位

 
 
 

の
清

い
交
際

の
出
来
る
も
の
で
あ
る
と
い
ふ
こ
と
は
認
め
て
置

い
て
貰
ひ
度

い
の
で
あ
り
ま
す
。

(後
略
)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(「故

一
葉
女
史
」
『
明
星
』
卯
年
第
八
号

〈明
治
三
六

・
人

・
一 

新
詩
社
〉
初
出
。
)

 

と

い
う
ふ
う
に
訴
え
て
い
る
言
葉
な
ど
か
ら
、
当
時
の
世
間
の
感
覚
と

い
う
も

の
が
窺
え
る
。
桃
水
と
孤
蝶

の
文
章

の
引
用
は
、
『
全
集
樋

口

一
葉

 

別
巻
 

一
葉
伝
説
』
(
一
九
九
六

・
=

一
・
一 

小
学
館
)

一
九
五
～

一
九
六
頁
、
及
び
、
二
八
五
頁
に
拠
る
。
な
お
孤
蝶

の
文
章

の
原
文
で
は
、
引

 

用
箇
所
2
行
目
の

「ツ
マ
リ
」
以
降
、
す
べ
て
の
文
字
に
圏
点
を
付
す
が
、

こ
こ
で
は
省
略
し
た
。

(7
)
引
用
は

『
女
大
学
集
』

(
一
九
七
七

・
二

・
二
五
 
平
凡
社
)

五
〇
頁
。
萩
原
乙
彦
編

『
繍
糠
女
大
学
』

(明
治

=
二
年
)
第
十
節

(『
女
大
学
集
』

 

一
六
五
頁
)
な
ど
、
明
治
期

の
女
大
学
に
も
こ
の
内
容
は
そ

の
ま
ま
踏
襲
さ
れ
て
い
る
。
女
大
学

の
諸
本
、
及
び

『
女
大
学
集
』
に

つ
い
て
は
、
注
1

 

の
拙
稿
参
照
。

(8
)

「田
沢
稲
舟

」
は
、
『東
京
朝
日
新
聞
』

(
一
九
三
七

・
三

・
二
七
～
四

・
二

一
)
初
出
。
本
論
で
の
引
用
は
、
長
谷
川
時
雨
著
、
杉
本
苑
子
編
、
岩

 

波
文
庫

『新
編
 
近
代
美
人
伝
㈲
』

(
一
九
八
五

・
一
二

・
一
六
 

岩
波
書
店
)

=
二
三
頁
に
拠
る
。

(
9
)

「
「
読

む
」

こ
と

に
よ
る

覚

醒
1

『
軒

も

る
月
』
」
『
語

る
女

た
ち

の
時
代

 

一
葉
と
明
治
女
性
表
現
』

(
一
九
九

七

・
四

・
一 

新

曜
社

)
所
収

、

三
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〇
四
頁
。

(
10
)
網
野
菊

の
私
小
説

『
ゆ
れ
る
葦
』

(昭
和
三
九

・
八
 
講
談
社
)
に
は
、
女
学
校
時
代

の
出
来
事
と
し
て
、
叔
母
の
家
に
下
宿
し
て
い
た
大
学
生
か

 

ら
手
紙
を
も
ら

っ
た
時

の
こ
と
が
、
次
の
よ
う
に
描
か
れ
て
い
る
。

 
 
 
 
(前
略
)

一
度
だ
け
、
此

の
大
学
生
か
ら
手
紙
を
貰

っ
た

こ
と
が
あ
る
。
う
す
緑
色

の
角
封
筒
に
、
き
れ
い
な
細

い
ペ
ン
字

で
書

い
た
彼

の
名
前

 
 
 

を
見
た
時
、
私
の
胸

は
と
き
め
い
た
が
、
そ
の
手
紙
は
早
速
、
両
親

の
手
に
と
り
あ
げ
ら
れ
、
両
親
立
会

い
の
上

で
開
封
さ
れ
、
読
ま
れ
た
。

別

 
 
 

に
大
し
た
意
味

の
文
面
で
は
な
く
、
彼

の
大
学

の
運
動
会

の
招
待
状
が
入

っ
て
居
て
、
そ
の
こ
と
に

つ
い
て
、
長

々
、
こ
ま
ご
ま
と
書
か
れ
て
あ

 
 
 

る
に
す
ぎ
な
か

っ
た
。
だ
が
、
両
親
は
、
「若
い
娘

に
こ
ん
な
手
紙
を
よ

こ
す
男
は
け
し
か
ら
ん
。
」
と
、
怒
り
、
運
動
会

へ
行
く

こ
と
は
勿
論
、

 
 
 

返
事
を
出
す

こ
と
、
ま
か
り
な
ら
ん
、
と
私
に
禁

じ
た
。

(後
略
)
(『
網
野
菊
全
集
 
第

二
巻
』

〈昭
和
四
四

・
五

・
三
〇
 
講
談
社
〉
五
七
頁
。
)

 

こ
れ
は
、
『
網
野
菊
全
集
 
第
三
巻
』

(発
行
年
月
日
等
、
同
右
)
所
収

の
、
作
者
自
筆
年
譜
に
照
ら
せ
ば
、
大
正
元
年
～
二
年
頃

の
こ
と
に
な
る
。

(
11
)
吾
妻
は
、
与
次
兵
衛
が
無
実

の
罪

で
座
敷
牢
に
押
込
め
ら
れ
て
い
る
の
を
案
じ
て
訪
ね
て
来
る
。
お
菊

の
足
音
を
与
次
兵
衛

の
も

の
と
間
違
え
た
吾

妻
が
、
「わ
た
し
が
心
に
思
ふ

こ
と
こ
ま
ぐ

と
此
文

に
有
.
と

つ
く
と
読
ン
で
自
筆

の
返
事
見
ま
す
れ
ば
.
今
生

の
本
望
と
塀
こ
し
に
投

こ
ん
」
だ
文

 

を
お
菊
が
拾

う
。
そ
の
場

で
手
紙
を
読
ん
だ
お
菊
は
吾
妻
に
対
面
し
、
「
こ
な
た
を
女
郎
か
と
思

へ
ば
鬼

か
天
ま
か
」
「
い
き
け
い
せ
い
の
恥
し
ら
ず
」
と

 

罵
る
。

し
か
し
、
命
を
捨

て
る
覚
悟

の
吾
妻

の
訴
え
を
聞
き
、
そ
の

「心
て
い
が

い
と
し
い
」
と
、
心
を
解

い
た
お
菊
は
、

「ぬ
し
も
定
め
し
あ
ひ
た

 

か
ら
ふ
。
沙
汰
な
し
に
そ

つ
と
あ
は
せ
ま
し
よ
」
と
、
夫
と
吾
妻
を
引
き
あ
わ
そ
う
と
す
る
。
引
用
は
、
『
近
松
全
集
 
第
十
巻
』

(
一
九
八
九

・
二

・

 

一
〇
 
岩
波
書
店
)
三
五
六
、
三
五
八
、
三
六
〇
頁

に
拠
る
。

(
12
)
人
づ
て
の
手
紙
と

い
う
の
が
実
際

に
よ
く
行
わ
れ
る
も
の
で
あ

っ
た
ら
し
い
こ
と
は
、
『
通
俗
書
簡
文
』

の
文
例
か
ら
も
窺
え
る
。

(
13
)
関
礼
子
氏
に
、
「お
初

に
は
、
『
心
中
天
網
島
』

の
お
さ
ん
と
小
春

の
間
に
み
ら
れ
る
よ
う
な

「女
は
相
身

互
ひ
」

(中
之
巻
)
と

い
う
家
婦
と
遊

び

 

女

の
間
に
存
在
し
た
相
互
了
解
が
訪
れ
る
可
能
性

は
あ
り
え
な

い
だ
ろ
う
」
と

い
う
指
摘
が
あ
る
。

(「記
号
化
さ
れ
ざ

る
も
の
ー

『
に
ご
り
え
』
」

 

前

掲
書

〈注

9
参
照

〉

所
収

、

二
六

一
～

二
六

二
頁
。
)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
到

(14
)

「年
始

の
状
と
暑
中
見
舞

の
交
際
」

(『
樋

口

一
葉
全
集
 
第

一
巻
』
五
〇
七
頁
)
と

い
う
言
葉
が
あ
る

こ
と
か
ら
、
お
縫

の
方
か
ら
も
そ
う

い
う
簡
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単
な
挨
拶
状
を
送

っ
た
可
能
性
は
想
定

で
き
る
。

(
15
)

滝

藤

満

義
氏

「
「
ゆ
く

雲
」

か
ら

「
う

つ
せ

み
」

へ
ー

小
説
の
発
想
」

(『
一
葉

文
学
 
生

成

と
展

開
』

(平
成

一
〇

・
二

・
二
〇
 

明
治
書

院
〉
)
、

 

 
山
本

欣

司
氏

「
樋

口

一
葉

『
ゆ
く
雲
』

論
1

「冷
や
か
」
な
ま
な
ざ
し
i

」

(『
日
本
文
芸

学
』
第

三

一
号

〈
一
九

九
四

・
=

一
・
一
五
 

日
本
文

芸
学

 
 
会
〉
)
な
ど
。

※
本
論
文
中

の
傍
線

・
傍
点
な
ど
は
、
特
に
注
記
が
な
い
か
ぎ
り
は
、
論
者
に
拠
る
。

※
引
用
文
献
全
般

に
わ
た
り
、
字
体
を
現
行

の
も
の
に
改
め
、
濁
点
を
補

っ
た
箇
所
が
あ
る
。
ま
た
、

ル
ビ
は
適
宜
省
略
し
た
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(本

学

助
教

授

)
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〈安
全
な
場
所
〉

の
崩
壊


