
女
子
大
國
文
 
第
百
四
十
号
 
平
成
十
九
年

一
月
三
十
日

『武
 
蔵
 
野
』

と

一

葉

峯

村

 

至

津

子

 
明
治

二
十
五
年
、

三
月
、
四
月
、

七
月
に
今
古
堂
よ
り
発
行
さ
れ
た
雑
誌

『
武
蔵
野
』

は
、
小
説
家
と

し
て
活
動
を
始

め
た
当
初

の
樋

口

一

葉
が
、
作
品

の
発
表
舞
台

と
し
て
い
た

こ
と

で
知
ら
れ

て
い
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
そ
れ
が

一
葉

の
作
家
活
動

に
於

い
て
果
た
し
た
実
質
的
な

役
割

に

つ
い
て

の
検
討

は
、

い
ま
だ
十
分
に
進
ん

で
い
る
と
は
言
い
難

い
。

 

二
〇
〇
四
年
九
月

に
は
、

日
本
近
代
文
学
館

の
監
修

に
よ
り
、
復
刻
版

『
武
蔵
野
』
全

三
冊
が
発
行
さ
れ

(雄
松
堂
出
版
)
、
出
版
当
時

の
趣

を
伝

え
る
紙

面

・
装

丁

の
も

の
を
た
や
す

く
手
に
取
る
こ
と
が
で
き

る
よ
う
に
な

っ
た
。
と
言
う

の
も
、

同
復
刻
版
解

説

(
一
ー
二
頁
)
で
紅

野

敏
郎
氏
も
述

べ
て
い
る
よ
う
に
、

日
本

近
代
文
学
館
、
東
京
都
台
東
区
立

一
葉
記
念
館
を
除
け
ば
、
図
書
館
や
文
学
館
等

で
全
冊
揃

い
の
同
誌

を
所
蔵
す

る
と

こ
ろ
は
見
あ
た
ら
ず
、

こ
の
復
刻
版

の
発
行
に
よ

っ
て
、
雑
誌

の
全
貌
を
綿
密

に
調
査
す

る
た

め

の
状
況
が
整

っ
た
と
言
え
る

の
で
あ

る
。
今

後
は
紅

野
氏
が
解
説

で
述

べ
る
と

こ
ろ

の
、
「初
出

の
雑
誌
を

手
に
し
、
ゆ

つ
く
り
と
眺
め
、
時
間
を
か
け
て
、
す

み
ず

み
ま

で

読

み
き

る
こ
と

で
、

は
じ
め
て
作
品

の
生

み
出
さ
れ
て
き
た
経
緯
と
時
代
、
そ

の
風
俗
、
他

の
執
筆
者
と

の
か
か
わ
り
な
ど
、
さ

ま
ざ
ま
な

X

の
要
素

が
見
え

て
く
る
」

(
一
頁
)
と

い
っ
た
調
査

・
検
討
を
実
質
的

に
進
め

る
こ
と
が
課
題
と
な
る
。

 
本
稿
は
、
『
武
蔵
野
』
掲
載

の
諸

小
説
か
ら

一
葉
が
何

を
吸
収
し
た

の
か
、
そ
し
て
そ

の

〈『
武
蔵
野
』
体
験
〉
が

一
葉

の
そ

の
後

の
作
家

活

26



動
に
ど

の
よ
う
な
影
を
落
と

し
た

の
か
、
と

い
う
点

に

つ
い
て
考
察

す
る
も

の
で
あ

る
。
『
武
蔵
野
』
全
三
編

の
掲
載
作
を
見

て
ゆ
く
と
、
そ

こ

に
は
同
じ
雑
誌

に
作
品
を
書
く
者
同
士

の
連
帯
感
や
、
モ
チ
ー

フ
に
於
け

る
嗜
好

の
共
通
性
が
看
取
さ
れ

る
。
そ
し

て
、
『
武
蔵

野
』
廃
刊
後

の

一
葉

の
執
筆

の
軌
跡

は
、
そ
う
し
た

〈『
武
蔵

野
』
体
験
〉

か
ら
得
た
も

の
に
批
判
を
加
え

る
こ
と
で
、

〈
一
葉
小
説
〉

と
し
て

の
個
性
を
獲
得

し

て
ゆ
く
過
程
と
し
て
見
る

こ
と
が

で
き
る

の
で
は
な

い
か
と
思
わ
れ
る
。

そ
の
あ
た

り
の
事
情
を
、
以
下
、
『
武
蔵
野
』
後

の

一
葉
作
品
と
も

比
較

し
な

が
ら
考
察

し
て
ゆ
く
。

同
人
誌
的
性
格

 

ま
ず

は

じ

め

に
、
『
武

蔵

野
』
掲

載

小

説

の
中

に
、
執

筆

者

た

ち
が

、
他

の
メ

ン
バ
ー

の
作

品

を

意
識

し

て

い

る
様

子

が
窺

え

る
事

例

に

っ
い

て
見

る
。

 

そ

も

そ

も

『
武

蔵

野
』

は
、

初

期

一
葉

の
小

説

の
師

で
あ

っ
た

半

井
桃

水

が
、

周

辺

の
若

手
作

家

へ
の
発

表

舞

台

提
供

を

主

旨

と

し

て
発

刊

し

た

雑
誌

で

あ

る
。

一
葉

日
記

「
に

つ
記

 

=

の
明

治

二
十

五

年

二
月

四

日

の
件

に
は
、

そ

の
日
桃

水

の
も

と

を
訪

れ
た

一
葉

に
、

発

刊

の

趣

旨

を
伝

え

た
彼

の
言

葉

が

記

さ

れ

て

い
る
。

 

 

(前
略
)
ま
だ

一
向
小
説

に
な
ら
は
ざ

る
若
 
、

の
 

究
が
て
ら

一
ッ
の
雑
誌
を
発
免
せ
ん
と
也
 
世

に
い
わ
ゆ
る
大
家
な
る
人

一
人
も
交
じ
え
ず
腕
限
り

 

 
カ
か
ぎ
り
発
れ
て
止
ま
ん
の
決
心
中

々
に
い
さ
ぎ
よ
く
原
稿
料
は
あ
ら
ず
と
も
よ
し
 

期
す
る
所
は

一
身

の
名
誉

て
ふ
計
画
あ
り
て

一
昨
夜
相
談
会
あ
り
た

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
る
ま

玉
こ
は
必
ら
ず
成
り
立

つ
べ
き
事
と
思
ふ
に
君
を
も
是
非
と
た
の
み
て
置
き
ぬ

(後
略
) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(『全
集
三
上
』
九
五
頁
)

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

(

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 ユ
 

桃

水

は

『
武

蔵

野
』

が

世

に
広

く

認
知

さ

れ

る

こ
と
を

も

目
論

ん

で

い
た
よ

う

で
は
あ

る
が
、

右

の

一
葉

日
記

の
記
述

か
ら

は
、
商

業

的

な
成

功

を

最

重

要
視

す

る

の

で
は
な

く

、

身

近

に

い
る
作

家

た

ち

に
執

筆

の
場

を

提

供

し
、

彼
等

が

技

量

を
磨

く

場

と

し

た

い
と

い
う
桃

水

の
意

向

が
窺

え

る
。

『武
蔵
野
』
と

「
葉
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こ
の
よ
う

に

『
武
蔵
野
』
は
、
志
を

同
じ
く
す
る
者
た
ち

の
研
鎭

の
場
と

い
う
意
味

で
、
同
人
誌
的
な
性
格
を
担

っ
て
出
発
し
た

こ
と
が
わ

か
る

の
だ
が
、
実
際

に
掲
載
さ
れ
た
小
説
を
繕

い
て
ゆ
く
と
、

そ
の
中

に
他

の
メ

ン
バ
ー

へ
の
オ

マ
…
ジ

ュ
と

で
も
言

お
う
か
、
例
え
ば
前

編

に
掲

載
さ
れ
た
他

の
執
筆
者

の
小
説
を
踏

ま
え
て

い
る
こ
と
を
わ
ざ

わ
ざ
示
す
よ
う
な
趣
向

・
表

現
を
用

い
て
、
そ

の
作
品
を
読

ん
だ

こ
と
、

そ

し
て
そ
れ
を
取
り
入
れ

て
い
る

こ
と
を

ア
ピ
ー

ル
す

る
か
の
如
き
例
が
複
数
見
て
取
れ
る
。

 
そ
も

そ
も
明
治

二
十
年
代

の
小
説

に
於

い
て
は
、
表
現

の
個
性
追
求

と

い
う
意
識
が
現
代

ほ
ど
明
確
で
は
な
く
、
複
数

の
作
家

・
作
品
が
同

じ
よ
う
な
趣
向

・
表
現
を
共
有
し

て
い
る
と

い
う

こ
と
を
、
か

つ
て

「に
ご
り
え
」

に
於
け
る

〈丸
木
橋
を
渡

る
〉

云

々
の
独
白
に

っ
い
て
論

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

じ
た
際

に
指
摘

し
た

こ
と
が
あ

る
。

〈丸
木
橋
を
渡

る
〉
と

い
う

の
は
、
当
時

に
於

い
て
は
危
う

い
恋

の
比
喩
と
し
て
多
く
用

い
ら
れ

る
慣
用
表

現
と
言

っ
て
よ

い
も

の
で
あ

る
が
、

し
か
し
そ
れ

で
も
、
注
2

の
拙
稿

に
示
し
た
諸
例

に
於

い
て
は
、
同

一
雑
誌

の
連
続
し
た
号

で
、
そ

の
極

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ハき
 

め

て
近
似

し
た
趣
向

・
表

現
が
用

い
ら
れ
る
と

い
う

こ
と

は
殆
ど
見
ら
れ
な

か

っ
た
。
そ
れ
に
比
べ
、

こ
れ
か
ら

示
す

『
武
蔵

野
』

に
於

け
る

例

で
は
、
連
続

し
た
号
に
於

い
て
極
め

て
類
似
性

の
高

い
趣
向

・
表
現
が
認
め
ら
れ
る

の
で
あ
り
、

そ

の
実
態

も
前
号

の
他
作
家

の
作
品
を
意

識
し

て

い
る
こ
と
を
あ
え

て
主
張
す
る
か

の
よ
う
な
、
か
な
り
あ
か
ら
さ
ま
な
も

の
と
言
え
る
。

以
下
に
そ

の
具
体
例
を
、

}
葉

の
小
説
が
関

わ
る
例

に
焦
点

を
当

て
て
示
し
て
み
る
。

 

最
も
明
白
な

例
は
、
『
武
蔵
野
』
第

二
編

(明
治
二
五

・
四

・
一
七
)
所
載

、
柳
鳩
亭

(右
田
)
寅
彦

「仇
桜

も

の
が
た
り
」
末

尾

の
、

ヒ

ロ
イ

ン
の
臨
終

の
叙
述

で
あ

る
。

 
 

(前
略
)
菊
野

(ヒ
ロ
イ
ン
の
名
i
論
者
注
)
は
遙
か
に
見
送
り
て
心
弛
む
と
諸
共
に
姿
の
花
も
軒
端
の
花
も
お
も
む
ろ
に
散
る
春
の
風
い
つ
こ
の
山
里
よ

 
 
り
響
く
に
や
叩
き
鑑

の
音
微
か
な
り
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(
一
二
i

=
二
頁
)

こ
の
直
前

に
は

「夕
霞
棚
引
き
た
る
」

(
一
二
頁
)
と

い
う
叙
述
も
あ

る
が
、

〈夕
暮
れ
〉
と

い
う
場

面
設
定

、

〈か
ね

の
音
〉
と

い
う
効
果
音
、

軒

端

の
花
と
共

に
ヒ

ロ
イ

ン
が
命
を
散
ら
す
と

い
う
趣
向
、

こ
れ
ら

の
要
素
は
す
べ
て
、
『
武
蔵

野
』
第

一
編

(明
治
二
五
・
三

・
二
三
)
所
載

の
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一
葉

の
デ

ビ

ュ
ー

作

、

「闇

桜

」

終

局

の

ヒ

ロ
イ

ン
千

代

の
臨

終

場

面
、

「風

も
な

き
軒

端

の
桜

ほ
ろ

ノ
＼

と

こ
ぼ

れ

て
夕
や

み

の
空

鐘

の
音

か

な

し
」

(
一
三
頁
)
と

い
う

叙

述

と
共

通

し

て

い
る
。

そ
れ

だ

け

で
な
く

、

い
ず

れ

も

こ

の

一
文

で
作

品

が

閉

じ

ら

れ

て

い

る
点
、

落

花
↓

か
ね

の
音

と

い
う

叙

述

の
順
序

な

ど
も

同

一
で
あ

り
、
意

識

的

に

「闇

桜

」
を
踏

ま
え

た
跡

が

顕
著

で
あ

る
。

僅

か

に
違

い
が

見

ら

れ

る

の
は
、

「闇

桜

」

の
空

に
響

く

「鐘

」

(何
処
か

の
寺

の
釣
り
鐘

で
あ
ろ
う
)
が
、

「仇

桜

も

の
が

た

り
」

で
は

山

里

か
ら

響

く

仏

具

の

「
叩
き

鉦

」

に
変

っ
て

い

る

こ
と

と

、
花

を

散

ら

す

「風
」

の
有

る
無

し

で
あ

る
。

 

こ

の
よ

う

に

両
者

は
極

め

て
類

似

性

が

高

い

の
で
あ

る
が
、
『
武
蔵

野
』

一
編

と

二
編

は
、
発
行

時

期

の
問

隔
が

奥

付

で

一
ヵ
月
未

満

と

近
接

 
 

 

 き

し

て
お

り
、

柳

鳩

亭

が

「仇

桜
も

の
が

た

り

」
を

執

筆

す

る
時

点

ま

で

に

一
葉

の

「闇

桜

」
を

読

む

こ
と
が

で
き

て

い
た

の
か
、

と

い
う

問

題

が

残

る
。

こ
れ

に

つ
い

て
は

一
葉

「
に

つ
記
 

二
」
の
、
明
治

二
十

五

年
三

月

七

日

の
記
述

が
参

考

に
な

る
。

こ

の

日
桃

水

を

訪

ね

た

一
葉

は
、

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
バら
 

『
武

蔵

野
』

に

っ
い
て

語

り
合

い
、

「闇

桜
」

の
挿
絵

に

っ
い
て

「
幽
は
寅

多
が

忌

・
に

て
年
方

に
ゑ

が

玉
す

る

つ
も

り
な

れ
ば

左

覚

せ
よ
」
と

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

ラ

言

わ

れ

た

こ
と

が
書

き

留

め

ら

れ

て
お

り

(『
全
集
三
上
』

一
〇
八
頁
)
、

一
葉

が

二
月

十

五

日

に

「闇

桜

」
草

稿

を
桃

水

に
届

け

た
時

(同
日
記
、

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

(

一
〇

一
頁
)

か

ら

こ

の
時

点

ま

で

に
、

寅

彦

が

「闇
桜

」

の
原
稿

を

読

ん

で

い
た

こ
と

が

推
定

さ

れ

る
。

な

お

三

月

七

日

の
記
事

の
欄

外

に
、

「但

し
武

蔵

野

は
十

五

日
発

免

の

つ
も

り

次

号

の
原

稿

は
廿

日
過

ぎ

ま

で
に
送

ら
れ

た

し

と

の
給

へ
り
」
と
書

き

込

み
が

あ

る

(同

一
〇
八
頁
)
こ

と

か

ら

、

こ
の
時

点

で

「闇

桜

」
を

読

ん

で

い
た
寅

彦

が
、

そ

れ
を

二
十

日
過
ぎ

に
締

切

り
が

設
定

さ

れ

て

い
る
第

二
編
投

稿

の
自

ら

の
短

編

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ハヱ

に
生

か
す

こ
と

は

十
分

可
能

で
あ

っ
た

。

寅
彦

は

「闇

桜

」

を
踏

ま
え

つ
つ
、

そ

こ
に
若

干

の
ア

レ

ン
ジ

を

加

え

る

こ
と

で
、

自

作

を
締

め
括

る

一
文

を

執

筆

し

た

と

み
え

る
。

 
『
武
蔵

野
』

第

二
編

掲
載

作

の

〈
「闇

桜

」
受

容

〉

を

思

わ

せ

る

例

は
、

「仇

桜

も

の
が

た

り
」

の
み

に
止

ま

ら
な

い
。

凌

波

「水

調

子
」

二

〇
頁
)

に

見
え

る

「隔

の
中

垣

あ

る

か

の
や

う

に
傍

へ
も
寄

ら

ず

」
と

い
う
叙

述

が

、

「闇

桜
」

(上
、

一
頁
)

の
冒

頭
部

、

「
隔

て
は
中

垣

の
建

仁

寺

に

ゅ
づ

り

て
」

と

い
う

箇

所

を
想

起

さ

せ

る

の
は
偶
然

で
あ

る

可
能
性

が

あ

る
と

し

て
も

、

清

夢

居
士

「辻

斬

」

に

見

ら
れ

る
次

の
よ
う
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み 
め

な

例

は

直
接

の
影

響
関

係

を

窺

わ

せ

る
。

「辻

斬

」

冒

頭

で
、

「年

若

く
容

姿

麗

は

し
き

婦

人

の
」

顔
を

刃
物

で
傷

つ
け

る
と

い
う

「凶
行

」

が

続

き

(
一
⊥

・責

)
、
そ

れ

に

っ
い

て

の
世

評

を

列

記

し
た

中

に
、
「顔

好

き
娘

持

ち

た

る
親

が
、
最
愛

の
か
ざ

し

の
花

、
無

常

の
風

に
散

せ

し
後
、

か
ほ
か
た
ち
あ
で
や
か
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
と
し
ご
ろ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 こ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
む
く
ひ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 マ
マ
リ

容

形

艶
麗
な

る
、

同
じ
年
齢

の
女

を
見

て
は
、
我
が
娘

の
成
行
悲
ま
れ
、
歎
き

の
余

り
心
狂

ひ
て
、
餐
も
報
も
な
き
人
に
ま
で
、
斯

る
難

義

を
及
ぼ

す
な
ら
ん
と
、
心

々
の
当
推
量
」

(三
頁
)
と

い
う
も

の
が
あ

る
が
、

こ
の
傍
線

部

の
内
容
が

「闇
桜
」
と
重
な

る
と
共
に
、
娘
を

「
か

ざ

し

の
花
」
に
喩
え
、

そ
れ
を
脅

か
す
も

の
と

し
て

「風
」
を
配
す

る
と

い
う
趣
向

・
表
現
も
、

「闇
桜
」
冒
頭

の
、

「寵
愛

は

い
と
ゴ
手

の
う

ち

の
玉
か
ざ

し

の
花
に
吹

か
ぬ
風
ま
つ

い
と

ひ
て
」

(上
、

一
頁
)
と
い
う
、

ヒ

ロ
イ

ン
千
代

に
対
す

る
両
親

の
溺
愛
ぶ

り

(ま
だ
吹
か
な
い
う
ち

か
ら
風
を
懸
念
す
る
ほ
ど
の
)
を
述

べ
た
叙

述
に
通
じ

る
。

 

「闇

桜
」
以
外

に
も
、

一
葉
作

品
が
意

識
さ

れ
た
と
見
ら
れ
る
例
が
あ
る
。
例
え
ば
第

三
編

(明
治
二
五

・
七

・
二
三
)
所
載
、
桃
水

「美
人

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

む
か
 
 
 
 
 
し
ぼ

塚
」
で
、
ヒ

ロ
イ

ン
小
夜

の
美

し
さ
を
形
容
す
る
叙
述
、
「笑
ふ

て
花

に
対

へ
ば
花
萎

み
て
色
移
ろ
ひ
愁

い
て
月
を
詠
む
れ
ば

月
恥
て
影

お
ぼ

ろ

な

り
」

(三
頁
)
に
見
ら
れ

る
趣
向
ー

自
然

の
景
物
を
擬
人
化

し
、

ヒ
ロ
イ

ン
に
対
し
そ
れ
ら
が
気
後
れ
す
る
と

い
う
ふ
う

に
描

い
て

ヒ

ロ
イ

ン

の
美

し
さ

を

強

調

す

る
l
l

に

っ
い
て

は
、
第

一
編

所
載

の
桃

瞑

居

士

「岩

飛
」

二
章

(六
頁
)

に
あ

る

ヒ

ロ
イ

ン
義

姫

の
描

写

、

「微

笑

み

玉

ふ
御

か

ほ
ぼ

せ
花

恥

か

し
き

ま

で

に
麗

は
し
」

に
、

第

二
編

所
載

、

一
葉

「た
ま

裡
」

(上

の

一
、
四
頁
)

の

ヒ

ロ
イ

ン
糸

子

の
描

写
、

「流

れ

 
 

 

 

た
つ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ふ
 
と

に
臨

ん

で
立

た

る
姿

に
、

空

の
月

恥
ら

ひ

て
か

不
図

か

」
る
行

く

雲

の
末

あ

た

り
」

を
合

わ

せ

て
成

立

し
た

観

が

あ

る
。

も

っ
と

も

こ
う

し
た

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 マ
マ
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 さ

趣

向

自

体

は
、

「姿

は
水

に
顕

は
れ

て
。

雲

手

に
咲

け

る
燕

子
花

も
。

色

香
差

ふ
斗

り
な

る
。

紫

見

す

る
大
振

袖

」

(「白
縫
課
」
第
三
編
)
と

い
う

よ
う

に
女

性

の
美

し
さ

の
形

容

と

し

て
、

こ
う

し
た

草

双

紙
な

ど

の
中

に
従

来

か
ら

見

ら

れ

る
も

の

で
あ

り

、

一
葉

ら

の
独

創

と

い
う

わ
け

で

は
な

い
。

し

か

し
桃

水

の
叙

述
が

一
編

・
二
編
掲

載

の

「岩
飛

」

や

「
た
ま

樫

」

と
き

わ

め

て
似

通

っ
た
表

現

を

わ
ざ

わ

ざ

選

び

取

っ
て

い
る

こ
と

は

指
摘

で

き

よ
う

。

 

前

出

「に

つ
記
 

二
」

の
三

月

七

日

の
記
事

(『
全
集
三

(
上

)』

一
〇
八
頁
)

に

は
、

「君

が

闇
桜

は
小
宮

山

(『
東
京
朝
日
新
聞
』

の
小
宮
山
天
香
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ー
論
者
注
)
に
も
み
せ
ぬ
」
と

の
桃

水

の
発
言

が
記
さ
れ

て
い
て
、
桃
水
が
身
近
な
人
に

一
葉

の
原
稿
を
見
せ
て
い
た

こ
と
が
窺

え
る
こ
と
、
こ

れ
ま

で
見

て
き
た
よ
う

に
偶
然

の

一
致

と
は
考
え
に
く

い
例
が
複
数

見
受
け
ら
れ

る
こ
と
な
ど
か
ら
、
雑
誌

『
武
蔵

野
』

に
於

い
て
、
他

の
執

筆
者

の
作
品
を
発
刊
前

に
回
覧
す

る

こ
と
が
行
わ
れ

て
い
た

こ
と
が
推
定
さ

れ
、
他

の
作
家

の
文
章
や
趣
向
な
ど
を
意
識

し
、
そ
れ
を
積
極
的

に
取

り
込
ん

で
ゆ

こ
う
と
す

る
傾

向
が
あ

っ
た

こ
と
が
窺
え

る
。
作
家
と

し
て
出
発
し
た
ば

か
り

の

一
葉

に
と

っ
て
は
、
自

作

の
表
現
な
ど
を

先
輩

の
作
家
た
ち

に
利
用
さ

れ
る

こ
と

で
、

そ
れ
が
自
信

に
繋
が
る
と

い
う
面
が
あ

っ
た
か
も
知
れ
な

い
。

二
 

一
葉

の

『
武
蔵

野
』
享
受
…
1
表
現

・
趣
向
の
利
用
ー

 
『
武
蔵

野
』
所
載

の
小
説

に
於

い
て

一
葉
作
品
を
意
識
し
た
と
見
ら
れ
る
例
を
挙
げ

て
き
た
が
、
逆
に

一
葉

の
方

で
、
他
作
家

の
作
品
を
自
作

に
取

り
入
れ

て
ゆ
く
と

い
う

こ
と

は
行

わ
れ
た

の
で
あ
ろ
う
か
。

同
誌
が
三
号
で
廃

刊
に
終
わ

っ
た
こ
と
も
あ
り
、

一
葉

の
場
合
、
『
武
蔵

野
』

掲
載

の
自
作

に
、

他
作
家

の
文
章
や

モ
チ
ー

フ
等
を
利
用
す
る
例

が
特

に
目
に

つ
く
と

い
う

こ
と
は
な

い
。

し
か
し
後
年

の
作
品

の
中

に
そ
う

し
た
例
が
見
受
け
ら
れ
る

こ
と
が
あ

る
。

た
だ
し
そ

の
前

に
、
例
え
ば
、
『
武
蔵
野
』
第
三
編
所
載

「摩

耶
姫
」
で
、

「
口
 
"

よ
り

字
き
 
情
。

さ
か
ん
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 つ
 
ね

盛
な

れ
ば
来

り
衰

ふ
れ
ば
去

る
古
今

の
常
態

」
(四
頁
)
と
、
薄
情
な

こ
と
を

「吉

野
紙
」
に
喩
え

て
い
る
例
が
あ
り
、
こ
れ
と
同
様

の
比
喩
は
、

一
葉

の

「別
れ
霜

」
第

九
回

(『
改
進
新
聞
』
明
治
二
五

・
四
、
『
全
集

こ

三
七
頁
)
や

「
に
ご

り
え
」
五
章

(『文
芸
倶
楽
部
』
第
九
編

〈明
治
二
八

・

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

九

・
二
〇

博
文
館
〉
、
『全
集
二
』
二
〇
頁
)
な

ど
に
も
見
ら
れ

る
が
、

こ
う
し
た

一
致
が
慣
用
表
現
な

の
か
否
か
判
断
が
難

し
い
と

い
う
問
題
を

念
頭

に
お
く

必
要
が
あ

る
。

同
時
代
小
説
に

「吉
野
紙
」
は
し
ば

し
ば
出

て
く
る
し
、

そ

の
特
徴
と
し
て
薄
さ

が
描

か
れ
も
す
る
が
、

〈薄
情
〉

の
喩
え

と
し
て
用

い
て
い
る
例
は
管
見

の
限
り
で
は
見
あ
た
ら
ず
、
少
な
く
と
も

〈吉

野
紙

U
薄
情
〉
が
同
時
代

に
於

い
て
頻
繁

に
用

い
ら
れ

た
比
喩
と
は
言
え
な

い
よ
う
で
は
あ

る
が
、

「別
れ
霜
」

か
ら

「麻
耶
姫
」

へ
の
直
接
的
関
係
を
断
定
は

で
き
な

い
。

 

こ
の
よ
う

に
見
極

め
は
困
難
だ
が
、
『
武
蔵
野
』
第

三
編
所
載
㍉

果
園
主
人

「獺
廻
灯
籠
」

で
、
吉
原

で
の
放
蕩

で
身
代
を
潰

し
、

「屑
屋
」
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に
身

を
落

し
た
男
が
、
「鷲
神
社

の
近
所
迄
行
き
、
世
に
あ

る
頃

の
居
続
羽
 
力
く
さ
 

し
昔

忍
び
て
ぞ
帰

り
し
」
(
一
八
頁
)
と

い
う
叙
述

の
傍

線
部
、
客

を
引

き
留

め
る
た
め
に
遊
女
が
羽
織
を
隠
す
と

い
う
と

こ
ろ
は
、
「に
ご
り
え
」
六
章
末
尾

の
、
お
力
が
結
城
朝

之
助

を
泊
ら
せ
る
た

め

に
下
駄
を
隠
さ

せ
た
と

い
う
箇
所

(『
全
集
二
』
二
七
頁
)
を
描
く
際

の
下
敷
き

の

一
っ
と
な

っ
た
可
能
性
が
あ

る
。

 
も
ち

ろ
ん
こ
う

し
た
趣

向

の
局
部
的
な
利
用
だ
け

で
は
な
く
、
小
説

の
内
容

の
本
質

に
関
わ
る
面

で
も
、
後

の

一
葉
作

品
が

『
武
蔵
野
』

所

載

の
小
説
を
取

り
込
み

つ
っ
、

そ
れ

に
ア
レ
ン
ジ
を
加
え

て
い
る
と
見
ら
れ
る
例
が
あ
る
。

以
下
で
は

一
葉

が

『
武
蔵
野
』
か
ら
得

た
も

の
を

ど

の
よ
う
な

か
た
ち

で
自
作

の
中

で
生
ま

れ
変
わ
ら
せ

て
い

っ
た

の
か
を
見

て
ゆ
く

こ
と
に
す
る
。

三
 
『
武
蔵
野
』
か
ら
の
逸
脱

 

一
章

で
見
た

よ
う
な
傾
向
と
連
動
し

て
、
雑
誌

『
武
蔵

野
』
掲
載

の
諸
作
に
は
、
ご
く

「
部

の
表
現
や
趣
向

の
類
似

に
と
ど
ま
ら
ず
、
小
説

の
根
本

に
関
わ

る
内
容
的
な
面
で
も
似
通

っ
た
性
質
が
漂

っ
て
い
る
。

 
『
武
蔵
野
』

に

は
、
親

・
仕
え
る
主

・
夫
や
思

い
を
寄
せ
る
相

手
な
ど

へ
の
思

い
を

一
途

に
貫
き
、

そ
れ
ら
を
自

ら

の
命
や
人
生
よ
り
も
重
ん

じ
る
女
性
を
描

い
た
も

の
が
多

い
。
例
え
ば
第

一
編
掲
載

の
小
説

は
、

一
葉

の
デ

ビ

ュ
ー
作
、
恋
す

る
男

へ
の
思

い
が
昂

じ
て
ヒ

ロ
イ

ン
が
命

を
散

ら
す

「闇
桜
」

の
他
に
五
編

あ
る
が
、
そ
の
内

の
四
編

(「紫
痕
」
「岩
飛
」
「人
+
氏
川
」
「ぬ
れ
燕
」
)
に
上
記

の
よ
う
な
要
素
が
見
え
る
。

第

一
編

所
載

の
も

の
以
外

で
も
、

一
章

で
見
た

「仇
桜

も

の
が
た
り
」
や

「美

人
塚
」
、
二
章

で
取
り
あ
げ
た

「摩

耶
姫
」
に
も
同
様

の
こ
と
が
言

え

る
。

 

「摩

耶
姫
」
は
応
仁

の
乱
を
舞
台

に
し
た
物
語
で
あ

る
が
、
そ

の
展
開
に
は

一
葉

の
「経

っ
く
え
」
を
思
わ
せ
る
も

の
が
あ

る
。
摩

耶
姫

は
、
「逢

ひ
も
せ
ず
語
り
も
せ
ぬ
」
男

の

「唯

だ

一
片
忠
孝

の
心
だ

て
」
に
惹

か
れ
、
「我
が

一
身
ま
か
せ
生
涯
苦
楽

を
共

に
す

べ
き
は
彼
方

の
み
」
と
思

い
込
む

(六
ー
八
頁
)
。
作
品

は
、

そ
の
男
が

「不
意
」

の

「焼
討
」
に
あ

い

(
=

頁
)
自

決
し
た

こ
と
を
聞

い
た
姫
が
、
嘆
き

尽
し
た
末
、
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「房

な
す
黒
髪
を
し
げ

も
な
く
根
か
ら
ぷ

つ
り
」
と
切
り
、

「浮
世
と
共

に
振
き

つ
て

一
種
解
脱

の
姿
」
と
な
る
と

こ
ろ
で
終
わ
る

(
一
五
頁
)。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ムゆ
 

「経

つ
く
え
」

(『
甲
陽
新
報
』
〈明
治
二
五

・
一
〇

・
一
八
～
二
二
、
同

一
〇

・
二
四
～
二
五
〉
初
出
)
最
終
章

で
は
、
自
分
を

い
と

お
し
ん
で
く

れ
た

男

の
死
後
、

「彼

の
人
に
約
束

の
覚
え
な
」

い

(『
全
集

こ

一
三
六
頁
)
に
も
拘
わ
ら
ず
、
操
を
立

て
て

「空
蝉

の
世

の
中
す

て
」

(
一
三
五
頁
)
、

経
机

を
前

に
独
り
住

み

の
生
を
送
る

ヒ

ロ
イ

ン
を
描
く
。

 

こ
の
よ
う
に
最
終
的
な

ヒ

ロ
イ

ン
の
選
択
は
共
通
す

る
が
、
し
か
し
両
作

に
は
決
定
的
な
違

い
が
あ
る
。

「摩

耶
姫
」
で
は
、
ヒ

ロ
イ

ン
と
相

手

の
男

の
接

触
や
男

か
ら
姫

へ
の
心
情

は
描

か
れ
ず
、
た
だ

一
方
的

に
思

い
を
募
ら
せ
る

ヒ

ロ
イ

ン
の

一
途
な
姿

が

ひ
た
す

ら
強
調
さ

れ
る
。

最
後

の
姫

の
選
択

も
、

そ

の

一
途
さ
に
見
合

っ
た
も

の
で

一
貫
性
が
あ
り
、
そ

の
潔
癖
な
造
型
に
対
し
て
何

の
疑
問
も
入
り
込
ん

で
く
る
余
地

が
な

い
。

そ
れ
に
対
し

「経

っ
く
え
」

で
は
、
男
が
生
前
親

切
を
尽
し
て
く
れ
て
い
た
時

に
は
ヒ

ロ
イ

ン
は
心
を
開
か
な
か

っ
た

の
で
あ

り
、

よ

っ
て
死
ん
だ
男

に
対

し
て
貞
操
を
守

る
と

い
う

ヒ

ロ
イ

ン
の
行
為
に
対
し
て
も
、
「籾
も
ひ
ね
く
れ
し
女

か
な
、
今

も
し
学
士
が
世
に
あ

り
て

札
幌

に
も
ゆ
か
ず

以
前

の
通

り
生
や
さ

し
く
出
入

り
を
な
さ
ば
、
虫
つ

の
は

し
る
ほ
ど
嫌
や
が
る
事
う
た
が

ひ
な
し
」
、
「『
あ

る
時

は
あ
り
の
す

さ

び
に
憎

く
か
り
き
、
無
く

て
ぞ
人
は
恋

し
か
り
け

る
』
と

に
も
角
に
も
意
地
わ

る
の
世
や
意

地
悪

る

の
世
や
」
と

い

っ
た

「或

る
口
の
悪
る

き
」
第

三
者

と
語
り
手

の
皮
肉

な
批
評

が
作
品

の
最
後
に
付
け
足
さ

れ
る
こ
と
に
な
る

(
一
三
六
頁
)
。

 

「経

つ
く
え
」

の
発
表
は

『
武
蔵
野
』
第
三
編

発
行

か
ら
約
三

ヵ
月
後

の
こ
と

で
あ
り
、
『
武
蔵

野
』
か
ら
離

れ

て
ま
も
な
く
、

一
途
に
貞
操

を
貫

く

ヒ

ロ
イ

ン
を
た
だ
強
調
す
る
だ

け

の
物
語

に
こ
う

し
た
か
た
ち

で
疑
問
を
呈
し
て
い
る

一
葉

は
、
彼
女
自
身
も

『
武
蔵
野
』
を
舞
台

に

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ハほ
り

貞
操
を
何

よ
り
も
重

ん
じ
る
ヒ

ロ
イ

ン
を
描
き
続
け
な

が
ら
、
そ
う
し
た
多
面
性

の
な

い
紋
切
り
型

の
小
説

へ
の
疑
念
を
そ

の
内

に
醸
成
し

つ

っ
あ

っ
た

の
か
も
知

れ
な

い
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
タ
イ
プ

 
『
武
蔵
野
』

に
は
、
孝

・
忠
義

・
貞
操
を
貫
く
人
物

と
は
別

の
型

の
主
人
公

(及
び
主
要
登
場
人
物
)
が
現
わ
れ
る

こ
と
も
あ
る
が
、

そ
う

い
う

人
物
を
配

し
た
と

し
て
も
、
物

語

の
展
開
が
あ
り
き
た
り
で
、
常
識
を
破

る
よ
う
な
破
壊
的
な
要
素
が

見
ら
れ
な

い
こ
と

に
は
変
わ
り
は
な

い
。
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例

え

ば

第

二
編

所
載

、

桃

水

「陽
炎

」

に

は
、

男

性
を

翻

弄

す

る

〈悪
女

〉

と

呼

ぴ
得

る
女

性

が

登

場
す

る

の
で
あ

る
が

、

彼

女

が

〈悪
女

〉

を

ま

っ
と

う

す

る

こ
と

を
作

者

は
許

さ

な

い
。

彼

女

は
、

自

分

に
言

い
寄

る
男

(主
人
公
葛
城
大
佐
)
を

う

と

ま

し

く

思

い
、

「獣

闘

」

見
物

の

際

中

に
、
自

分

の

「
ハ
ン
カ

チ
ー

フ
」
を

「獅

子

と
虎

と

の
睨

み
合

へ
る
中

央

に
榔

ち

」
、
そ

れ
を

取

っ
て
く

る
よ

う

に

と

迫

る
。

作

者

の
興
味

は
、

こ
う

し

た

行
動

に
出

る
彼

女

の
心

を
掘

り
下
げ

る
方

向

に
は
向

か
う

こ
と

な

く
、

彼

女

を
大

佐

の
眼

を

通

し

て

一
方

的

に

「雪

子
嬢

が

妖

 

 

か
ん
ば
せ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
あ
 
だ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 さ
ま

艶

な

る

顔

は
、

凶

暴

の
色

溢

れ

て
虎

よ

り

も
怖

ろ

し
く
、

姻

螂

な

る
姿

は
、

猛
悪

の
状

充

ち

て
獅

子
よ

り

も
醜

し
、

斯

る
如
夜

叉

に
暫

く

も

愛

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
お
ろ
か

を
傾

け

し

は
、

我
な

が

ら

愚

な

り

き

と
、

大

佐

は
覚

え

ず

一
笑

を

催

し
」

と
裁

断

す

る

(以
上
四
章
、
二
二
ー

二
一二
頁
)
。

こ

の
後

、
大

佐
が

無

事

ハ
ン
カ

チ

ー

フ
を

持
ち

帰

っ
た

こ
と

で
、
「此

日
よ

り

し

て
後
、
大

佐

と
嬢

と

は
愛

憎
全

く
位

地

を
変

へ
」
と

い
う

よ

う

に
立

場
が

逆

転

し
、
雪

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 
い
た
 
  マ
マ
ロ

子

は

制

裁

を

受

け

る

こ
と

に
な

る
。

「雪

子
嬢

は

満
坐

の
中

に

て
、
太

く

恥

か
し

め
ら

れ

た

る

に
も
拘

ら
ず

、
只
管

大

佐

を

恋

慕

」
う

よ
う

に
な

り

(四
～
五
章
、
二
五
ー

二
六
頁
)
、

こ
う

し

て
物

語

は
急

速

に
男

性
優

位

の
物

語

へ
と
収

束

し

て
ゆ
く

。

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 ぜ
 

 

こ
れ

を

一
葉

の

「や

み
夜

」

と

比
較

し

て

み
る

と
ど

う

で
あ

ろ

う

か
。

自

分

を
慕

う
直

次
郎

に
、

波

崎

の
暗

殺

を
実

行

さ

せ
よ

う

と
す

る

ヒ

ロ
イ

ン
お
蘭

は
、

自

分

の
た

め

に
男

を

危

険

に
晒

し
、

そ

の
運
命

を
左

右

す

る
と

い
う
点

で

〈悪
女

〉

と
呼

べ

る
要
素

は
備

え

つ
っ
も
、

暗

殺

を

依

頼

す

る

場

面

の
最

後

に

は
、

「お
蘭

が
身

の
あ

ら

ん

限
り

此
夜

の
事
忘

れ
が

た

か

る

べ
し

」
と

い

っ
た
、
語
り

手

が

お
蘭

の
心

情

に
寄

り
添

う

よ
う

な

言

辞

も
置

か
れ

て
お

り

(十

一
章
、
『
全
集

一
』
三
四

一
頁
)、
作

中

で
彼

女

の
言

動

が

一
方

的

に
断
罪

さ

れ

る

こ
と

は
な

い
。

「や

み
夜

」

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

を
ん
な

は

お
蘭

の
心

情

を

微

細

に
追

っ
て
ゆ

く

と

い
う

体
裁

は
と

っ
て

い
な

い
が
、

「お

そ

ろ

し
き

は

涙

の
後

の
女

子
心

な

り

」
(七
章
末
尾
、
三
一二
〇
頁
)

と

い
う

ヒ

ロ
イ

ン

の
心

の
奥

底

に
巣

く
う

も

の
に
読

者

の
目
を
向

け
さ

せ

よ
う

と
す

る
姿

勢

は
明

ら

か

で
あ

る
と

言

え

る
。

 

ま

た

二
葉

は

「十

三
夜

」

(『文
芸
倶
楽
部
』
第
十
二
編
臨
時
増
刊

「閨
秀
小
説
」

〈注

12
参
照
〉)

に
於

い
て
も

、
『
武

蔵

野
』

掲
載

作

と

ほ
ぼ

共

通

す

る

設
定

を

用

い
な

が

ら

改

変

を

加

え

て

い
る
と

こ
ろ

が
あ

り
、

そ

の
焦

点

の
ず

ら

し
方

か
ら
、

一
葉

が

小
説

に
求

め
た

も

の

の

一
端

が

見

え

て

く

る
。

『
武

蔵

野
』

第

三
編

所
載

、

前

出

「獺
廻
灯
籠

」

(本
稿
二
章
参
照
)

の
中

に
は
、

「
十

三
夜

」

(下
)

で
描

か
れ

る
録

之

助

の
零

落

に

一
見
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き

わ

め

て

近

い
展

開

が

見

ら

れ

る
。

主

人

公

の
男

(呉
服
屋
の
若

旦
那
)
が
遊

女

に
入

れ

あ
げ

、

「金

銭

を

湯

水

の
如

く

遣

ひ
捨

」

て
る

の

で
、

 

 

 

 マ
マ
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ハマ
マ 

親

は
、

「攻

め

て
気

に

入

る
程

な

後
妻

に

て

も
あ

ら

ば

少

し

は
身

持

も
な

ほ
ら

ん

か
と

」

「今

年

十
九

の
色

盛

、

随

分

気

量

も
美

く

し
き

を
貰

ひ

受

け
」

る
。

し

か

し
、

そ

の

「甲

斐

も

な

く

」
放

蕩

は
止

ま
ず

、
両

親

は
相

次

い
で

こ

の
世

を
去

り
、

「嫁

の
お
花

も

呆

れ

果

て

玉
逞

を

取

り
」
、

「遂

に

は

三
代

以
前

よ

り
持

伝

へ
し
家

倉

も

人

手

に
渡
]
す

こ
と

に
な

る

(
一
六
ー

一
七
頁
)。

放

蕩

↓

親

の
心

配
↓

器

量

よ

し

の
娘

と

の
無

理
強

い

の
結

婚
↓

放

蕩

止

ま
ず

↓

身

代

潰

す

・妻

と

の
別

離

と

い
う

展
開

は
、

「十

三
夜

」

も
全

く

同

じ

で
あ

る
。

し

か

し
両

作

品

に

は
や

は

り
決

定

的

な
違

い
が
あ

る
。

融

廻
灯
籠
」

の
方

で
は
、
最
後

に
は

舅

や
う
く

心
付
き

て
、
響̂

て
身

の
麩

を
悔

ゆ
れ
ど
も
」

(
;

頁
)
と
、
放
蕩
↓
家

の
崩
壊
と

い
う
逸
脱
行
為

に
対
し
て
、

反
省

・
海
悟
と

い
う
決
着
が
小
説

の
末
尾

で
与
え
ら
れ
、
ま
た
男

が
放
蕩

に
向
か
う
心
理
に

つ
い
て
も
、
そ

の
遊

女

が
亡
き
妻

に

「
瓜
ニ

ッ
」
で
あ

っ
た

(
一
〇
頁
)
と

い
う
、
い
か
に
も
人
情

に
訴
え
る
よ
う
な
わ
か
り
や
す

い
説
明
が
な
さ

れ
て
い
る
。
有
為

転
変

の
人
生

に
翻

弄
さ

れ
る
男
を
描

い
て
無
常

を
漂
わ
せ
る

こ
の
作
品
に
於

い
て
は
、
結

局
安
易
な
枠
組

の
中

で
し
か
男

の
心
を
捉
え
て
お
ら

ず

、
人

の
心
を
描

く
と

い
う
と

こ
ろ
に
は
主
眼
が
な

い
。
そ
れ
に
対
し

「十
三
夜
」

で
は
、

お
関
を
失

っ
た
録
之
助
が
、
た
だ

ひ
た
す
ら
に
自

分
を
傷

っ
け
よ
う
と
す
る
下
降

へ
の
意
志
、
暴
力
的
と
も
言
え
る
心
を
描

く
こ
と
に
主
眼
が
あ
る
と
言
え
る
。
よ

っ
て
、
録

之
助

の
物
語
に
反

省

・
悔
悟

と

い
う
結

論
が
与
え
ら
れ
る

こ
と

は
決
し
て
な

い
。
妻
と

の
離
別
と

い
う
両
作
品

の
共
通
項
に

つ
い
て
も
、

「湘
廻
灯
籠
」
で
は
妻
が

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
さ
 
と

愛
想

を
尽
か
し

て
自
分
か
ら
出

て
行

く

の
に
対
し
、

「十

三
夜
」
で
は
録
之
助

の
方
が
妻

と
娘
を

「実
家

へ
戻
」
す

の
で
あ
り

(『
全
集
二
』

=

二
頁
)、

ま
た
親

が
死
ぬ
と

い
う
前
者

の
展
開
に
対
し
て
、

「十
三
夜
」

で
は
録
之
助
が
母
親
を

「嫁

入

つ
た
姉

の
処

に
引
取
」
ら
せ
る

(同
右
)

と

い
う
よ
う
に
、

徹
底
的

に
自
身

の
人
生
を
破
滅

し
尽
く
そ
う
と
す
る
彼

の
姿
勢
が
鮮
明
に
打
ち
出
さ

れ
て

い
る
。

ま
た

「十

三
夜
」
で
は
、

娘

の
死
と

い
う

「瀬
廻
灯
籠
」

に
は
な

い
更

に
苛
酷

な
要
素
も
付
加
さ

れ
、
そ
れ
で
も
悔

悟
に
向
か
う

こ
と
は
な

い
録
之
助
を
描
く

こ
と
で
、

あ

り
き
た
り
な
人
情
諄

で
は
捉
え
き
れ
な

い
彷
径

す
る
心
を
提
示
し
て
い
る
と
言
え
る
。
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登
場
人
物
が
孝

・
忠
義

・
貞
操
な
ど
を
何

の
疑
問
も
な

く
貫

い
て
ゆ
く
物

語
、
逸
脱
行
為
が
描
か
れ
た
と

し
て
も
、
そ
れ
が
必
ず

反
省

・
悔

悟

と

い

っ
た
枠
組

に
収
ま

っ
て
し
ま
う
物
語
、

そ
う

い

っ
た
小
説
が
氾
濫
す
る

『
武
蔵
野
』

と

い
う
場
か
ら
作
家

と
し
て

の
活
動

を
開
始
し
た

一
葉
小
説

の
そ

の
後

は
、
そ
う
し
た
破
綻

の
な

い
登
場
人
物

・
物
語

へ
の
批
判

の
道
程
だ

っ
た

の
で
あ
る
。

四
 
潜
在
す
る
批
判

 

そ

し

て
、

前

章

で

見
た

よ
う

な

そ

の
後

の

一
葉

小
説

に

見
ら

れ

る

〈批
判

的
姿

勢
〉

は
、

実

は

『
武

蔵

野

』

掲
載

の

一
葉

小
説

の
中

に
既

に

潜

在

し

て

い
た

と

言
え

る
。

『
武

蔵

野

』
掲

載

作

の
主

要

登
場

人
物

は
、

こ
れ
ま

で
見

て
き
た

よ

う

に

〈孝

行

〉

〈忠

義

〉

〈貞

淑

〉

の
権

化

の
よ

う
な

類
型

的

な

人

物

が
多

く
、
人
間

と

し
て

の
生

々
し
さ

が

な

い
。

し

か
し
、
第

二
編
所

載

の

一
葉

作

「
た
ま

穆

」

の
ヒ

ロ
イ

ン

の
言

動

に

は
、

そ

う

し
た

〈類

型
〉

か

ら
逸

脱

す

る

要
素

が

認

め

ら
れ

る
。

 

「
た

ま
穆

」

に

つ
い
て
述

べ

る
前

に
、

類
型

的

な

人

物
造

型

の
例

と

し

て
も

う

一
例
、

第

一
編
齎

載

、

三

品
藺

渓

「
ぬ
れ

燕

」

に
登

場
す

る
、

夫

の
不

品

行

を

決

し

て
責

め

よ
う

と

し
な

い
家

つ
き

の
妻

を

挙
げ

て

お

こ
う
。

こ

の
妻

に

対
す

る

「乳

母
」

の
内

言

と

し

て
、

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

耀   
齢                                                           .

 

 

(前
略
)
是
れ
が
若
し
世
間
並
み
な
ら
此
方
は
家
付
き
の
お
娘
御
白
い
目
で
婿
さ
ま
を
白
眼
み
付
け
グ

ッ
と
も
云
は
せ
る
こ
と
で
は
無
く
尻
に
敷
く
さ

へ
多

 

 

 
 

 
 

 

 
 

あ
 
 
 
 
 
て
エ
ご
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ひと
し

 

 
い
習

ひ
夫
れ
を

マ
ア
那
の
様
に
爺
御
や
婿
さ
ま
の
間
に
立
ち
お
気
を
揉
れ
る
お
可
憐
さ

(後
略
) 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

(中
、

一
二
頁
)

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

ふ
み
も
ち
 
み
ん

わ
た
し

と

あ

る
が

、
傍

線

部

と

は

対
照

的

に

こ

の
妻

は
、
「イ

、
工
貞

次
郎

さ

ん

の
お

不
品

行

は
皆

な

妾
が

行

き

届

か

な

い
か
ら

起

る

こ
と
」
と

い
う

よ

う

に
、

夫

で

は

な

く
自

ら

を
責

め

る

(
一
三
ー

一
四
頁
)
。

当
時

の
小
説

に
於

い
て
、
右

の
傍

線

部

の
よ

う
な

家

っ
き

の
妻

の
言

動

は
、

ヒ

ロ
イ

ン
に

対
置

さ

れ

る
敵

役

の
女

性

を
通

し

て
し

か
描

か
れ
な

か

っ
た

こ
と
、

こ

の

「
ぬ
れ
燕

」

に
見
ら

れ

る
よ

う
な

妻

の
態

度

が

理
想

的

な

女

性

像

と

し

て
当

時

の
女

性

を

め

ぐ

る
言

説

の
中

で
語

ら

れ
、

小
説

の

ヒ

ロ
イ

ン
と

し

て
も
、

こ
れ

が
常

套

的

な
描

か

れ
方

で
あ

っ
た

こ
と
等

に

つ

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 お
ね

い

て

は
、

か

つ
て
詳

し
く

論

じ
た

こ

と
が

あ

る
.
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一
葉

は
、
最
後

の
小
説
と
な

っ
た

「わ

れ
か
ら
」

(『
文
芸
倶
楽
部
』
第
二
巻
第
六
編

〈明
治
二
九

・
五

・
一
〇
〉
)
に
於

い
て
、

理
想

の
妻
像
か
ら

逸
脱
す

る
言
動
を
家

つ
き

の
妻

で
あ
る

ヒ

ロ
イ

ン
お
町
を
通
し
て
描
き
、
類
型
的
な

ヒ

ロ
イ

ン
を
量
産

し
続
け
る
小
説

に
対
す
る
批
判
的
姿
勢

 
 
 
 
 
 
 
 

へぬ
 

を
あ

ら
わ
に
し

て
い
る
が
、
早
く
も

『
武
蔵

野
』
所
載

の

「た
ま
棒
」

の
ヒ

ロ
イ

ン
糸
子

の
造
型
に
、

そ
の
姿
勢

の
萌
芽

は
看
取
さ
れ

る
。

 

「た
ま
樫
」
の
松

野
雪
三
は
、
旗

本

で
あ

っ
た
糸

子

の
家

の
譜
代

の
臣
で
、
「親

ゆ
づ
り

の
忠
魂

み
が
き
そ

へ
て
、
二
代

の
奉

仕
た
ゆ
み
な
く
」

(上
の

一
、
二
頁
)
と
忠
義

一
徹
で
主

人
大
事

と
婿
探
し
に
心
を
砕

い
て

い
た
。

し
か
し
本
作

は
彼

の
揺

る
ぎ

な

い
忠
心
を
強
調
す
る
方
向
に
進

む

の
で
は
な

く
、

そ
う

い
う
彼
が
、

ヒ

ロ
イ

ン
を
思
う
恋
心
を
抑
え
ら
れ
ず
、
迷

い
苦

し
む
男

へ
と
変
貌
し

て
ゆ
く
さ
ま
を
描
く
。
そ

し
て
そ

の
き

っ
か
け
を
作

っ
た

の
は
、
他

で
も
な

い
糸

子

の
次

の
よ
う
な
態
度

で
あ

っ
た
。

 
 

(前
略
)
松
野
は
徐
う
に
歩
み
を
進
め
て
・
早
く
竹
橡
の
も
と
に

一
揖
す
る
を
・
糸
子
か
る
く
受
け
て
崇
爾
に
・
花
莚
舞

を
分
け

つ
》
団
扇
を
取
っ
て
風

 
 
を
送

れ
ば
、
恐
れ
多

し
と
突
く
手
慰
葱
な
り
、
(後
略
) 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

(上
の
二
、
八
頁
)

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

そ
な
た

そ

し

て
松

野
を

隣

に
座

ら

せ

た
糸

子

は
、

「汝

に
捨

ら

れ

て
我

れ
何

と

し

て

か
世

に

は
立

っ
べ
き

、

(中

略
)

外

に
寄

る

辺

の
な

き
身

な

る
を
、

 
 

 

 
 

 

あ
き
ら

妹

と

も

娘

と

も

断

念

め

て
、

教

へ
立

ら
れ

な

ば

嬉

し

き

ぞ
」

と
言

葉

を

か
け

、
更

に

「松

 
が

膝

ゆ
り
動

力

し

て
涙

ぐ

」

む

(同
右
、

一
〇
頁
)
。

 

女

性

の
言

動

に

対
す

る
制

約

が
厳

し

か

っ
た

こ

の
時
代

に
於

い

て
、

傍
線

部

の
よ
う

な

糸

子

の
行

為

は
、

気

心

の
知

れ

た
相

手

に
対

し

て
と

は

言

え
度

の
過
ぎ

た

も

の
と

言
え

る

し

、

そ

う

し
た

行

為

は
、

当
時

の
小

説

に
於

い
て

「理

想

の
佳

人

」

と

し

て

設
定

さ

れ

る

ヒ

ロ
イ

ン
を

通

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 め
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
の
ぞ
み

し

て

は
描

か

れ

に

く

か

っ
た
。
度

が

過
ぎ

て

い
る
と

い
う

の
は
、
糸

子

の
そ

の
態
度

に
接

し

た
雪

三

の
心
が

、
「雪

三
が

生

涯

の
企

望

は
お
前

さ

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
も
て

ま
御

一
身

の
御

幸

福

ば

か
り

と
、

言

ひ
さ

し

て
詞

を

切

り

つ
糸

子

が
面
じ

つ
と

眺

め
ぬ

」

と

い
う

ふ

う

に
期

待

を

持

っ
て
動

き
始

め

て

い
る

と

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

そ
な
た

こ
ろ

に

明

ら

か

で
あ

る

(同
、

一
一
頁
)。

更

に

「
只
汝

さ

へ
見
捨

ず

は
、

御

身

さ

へ
厭

は

せ
給

は
ず

は
、

我

が

生

涯

の
幸
福

ぞ

か

し
」

と

の
糸

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

そ
れ

子

の
言

葉

に
、
松

野

は

「
じ

り
/
＼

と

膝
を

進

め

て
、
嬢
さ

ま

は
夫

ほ
ど

ま

で
に
雪

三

を
力

と
覚

し

め

し

て
か
、

そ
 

と

も

一

・ 

 

、 

カ
、

御

本

心

仰

せ

聞

け

ら

れ

た

し

と
問

ひ
詰

」
め
る

が

、
糸

子

は
相
変

わ

ら

ず

「 

て
松

 
が
 

に
 

く

 
を

 

き
」

「戯

む
れ

か

と

は
問

ふ
丈

も
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『武
蔵
野
』
と

一
葉



浅
し
、
親

と
も

兄
と
も
な
く
大
切
に
思
ふ
も

の
を
」
と
返
す

(同
右
)。

「糸
子
何
心
な
く
見
返
し

て
」
と
か

「無

心
に
言

へ
ば
」
な

ど
と
松
野

を
翻
弄
し
よ
う
と

い
う
よ
う
な
意

図
が
な

い
こ
と
は
再
三
繰
り
返
さ
れ

て
は
い
る

(同
右
)
が
、
彼
女

の
言
動

に
よ
り
松

野
は

「
い
と
ゴ
狂
ふ

 
と
め

心
止
が
た
く
」

(下
、
二
四
頁
)、
糸

子
を
女
性
と
し
て
意
識
し
始
め

て
し
ま
う

の
で
あ
る
。

 
結

局
注

11
に
も
書

い
た
よ
う
に
、
松

野

へ
の
義
理
と
、
思

い
人
竹
村

へ
の
貞
節
と
を
重
ん
じ
る
糸
子

の
潔
癖
な
対
処

で
幕
切
れ
と
な
る

「た

ま
裡

」
の
物
語

の
枠
組
自
体

は
、
『
武
蔵

野
』
で
大
勢
を
占
め
て
い
た
傾
向

に
抗
う
も

の
で
は
な

い
。

し
か
し
、
無
心

の
所
為
と

い
う
条
件

付
き

で
あ

っ
て
も
、

こ
こ
に
男
性

の
運
命

を
狂
わ

せ
る
よ
う
な

ヒ

ロ
イ

ン
の
逸
脱
行
為
が
描
か
れ
て

い
る

こ
と
は
間
違

い
な

い
。

こ
こ
で
見
た
糸

子

の
行
為

に
類
似
す

る
も

の
1

男

に
自
分
と
並
ん

で
腰
掛
け

る
よ
う
促
す
、
男

の
身
体

に
手
を
置
く
ー
ー
を
、

}
葉

は
後
に

「や

み
夜
」

の
直

次
郎

に
対
す

る
お
蘭

の
行
動

と
し

て
も
描

い
て

い
る

(六
章
、
『
全
集

一
』
三
二
六
-
三
二
七
頁
)
。

そ
し
て
こ
の
時

の

一
葉

は
、
も
は
や

「何
心
な

く
」

「無
心

に
」
な
ど
と

い
う
言
葉

で

ヒ

ロ
イ

ン
の
行
為

の
言
訳
を
す

る

こ
と
は
な
か

っ
た
。

 
『
武
蔵

野
』
に
於

い
て
、
周
辺

の
作
品
と
同
様

の
傾
向

で
表
面
を
覆

い

つ
つ
、
そ
の
奥

に
そ
こ
か
ら
逸
脱
す
る
も

の
を
潜
ま
せ

て
い
た

一
葉

小

説

は
、
『
武
蔵
野
』
廃
刊
後
、
徐

々
に
そ

の
覆

い
を
脱
ぎ
捨

て
て
そ

の
真
価
を
現
わ
し
て
ゆ
く

こ
と

に
な

っ
た

の
で
あ
る
。

3S

 

・

一
葉

作

品

の
引

用

は
、

『
武
蔵

野
』

掲

載
作

は

同
復
刻
版

に
よ
り
、

そ

の
他

の
作

品
及
び

日
記

の
引
用

は
、
筑
摩

書

房
発
行

の

『
樋

口

一
葉
全

集
』

全

六
巻

に

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

と
ノ                    ノ

よ

っ
た
。

そ

れ
ぞ

れ

の
巻

を

『
全
集

一
』
『
全
集

二
』
『
全
集

三
上
』
～

『
全
集

四
下
』
と

い
う

よ
う

に
略
記

し
、
発
行

年
月

日

・
発
行
所

の
表

記

は
省

略

し
た
。

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

(
                     (

引
用

に
あ

た

っ
て
は
、
字

体
を

現
行

の
も

の
に
改

め
、

ル
ビ

の
省
略
、
濁
点

の
加
筆

等
を
行

っ
て

い
る
。
傍
線

等

は
論
者

に
よ
る
。

(
1
)
『
武
蔵
野
』
各
巻
末
に
は
、

「武
蔵
野
売
捌
書
店
連
名
」
と
し
て
全
国
三
百
店
以
上

の
記
載
が
あ
り
、
各
巻
見
返
し
で
は

「毎
月

一
回
定
時
刊
行
」
を

 

謳

っ
て
も
い
る
よ
う
に
、
仲
間
内
だ
け

の
回
覧
を
目
的
と
し
た
も
の
で
は
な
く
、
結
果
的

に
第
三
編
ま

で
で
打
ち
切
り
と
は
な

っ
た
が
、
定
期
刊
行
誌

 

と
し
て
広
く
世
に
発
信

し
て
ゆ
く

こ
と
を
前
提
と
し
た
も
の
で
は
あ

っ
た
。

一
葉

「に

っ
記
 
二
」
の
明
治

二
十
五
年
三
月
七
日

の
記
事

の
中
に
は
、
親



 

し
い
者
同
士

で
冗
談
を
言

い
合
う
会
話
の
流
れ

の
中
で
は
あ
る
も

の
の
、

「都

の
花
も
二
千
五
百
難
波
が
た
も
二
千
五
百

の
売
れ
高
な
れ
ば
我
む
さ

し

 

の
は
五
千
ほ
ど
世
に
流
布
さ
せ
度
し
」
と
い
う
、
当
時

の
東
西
の
代
表
的
文
芸
雑
誌
に
比
し
て
、
そ
れ
ら
を
上
回
る
流
布
を
願
う
桃
水
の
発
言
が
記
さ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

れ
て
い
る

(『
全
集
三
上
』

一
〇
八
頁
)
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(

(
2
)
拙
稿

「
「に
ご

り
え
」
五
章
、

「丸
木
橋
」

の
背
景
」
、
『
女
子
大
国
文
』
第

一
二
五
号

(平
成

一
丁

六

・
二
〇
 
京
都
女
子
大
学
国
文
学
会
)
参
照
。

(
3
)

一
例
、
『
都

の
花
』
第
六
十
八
号

(明
治

二
四

・
一
〇

・
四
 
金
港
堂
)
所
載
、
秋
城
居
士

「小
説
娘
」

(二

一
-

二
二
頁
)
と
、
同
第
六
十
九
号

 
 
(明
治

二
四

・
一
〇

・
一
八
)
所
載
、
中
村
花
痩

「谷
間

の
雪
」

(六
二
頁
)
に
、
共
に
苦
難
や
危
険
を
伴
う
行
為

・
状
況
を
表
わ
す
も
の
と
し
て

〈丸

 

木
橋
を
渡
る
〉
と

い
う
叙
述
が
あ
る
こ
と
を
指
摘

し
て
い
る
が
、

〈丸
木
橋
を
渡
る

こ
と
〉
が

〈恋

の
成
就
〉
を
意
味
す

る
比
喩

で
あ
る
か
否
か
と

い

 

う
点
に
於

い
て
は
両
者
に
は
違

い
が
あ
る
。

(
4
)
実
際

の
刊
行
日
の
間
隔
も

一
ヵ
月
弱
と
見
ら
れ
る
。
第

一
編

の
発
行
年
月
日
は
、
「明
治
廿
五
年
三
月
二
十
三
日
」

(
「十
三
日
」
と
印
刷
さ
れ
た
右

 

斜
め
上
に

「
二
」
を
補

足
し
て
訂
正
)
と
あ
る
が
、

一
葉
が
同
誌
を
桃
水
か
ら
受
け
取

っ
た
の
は
、

「日
記
」
に
よ
れ
ば
三
月
二
十
四
日
の
訪
問
時

で

 

は
な
く

二
十
七
日
の
こ
と

で
あ
り
、

二
十
三
日
よ
り
若
干
発
行
が
遅
れ
た
も
の
と
見
ら
れ
て
い
る
。
二
編

の
方
も
、

「に

っ
記
」
明
治
二
十
五
年
四
月

 

十
八
日
の
件

に
、

こ
の
日
桃
水
を
訪
ね
た

一
葉
が
、
「武
蔵
野

一
昨

日
ま
で
に
諸
事
し
終
り
て
昨

日
発
免

の
つ
も
り
成
し
が

い
か
に
し
け
む

い
ま
だ
廻

 

り
来
ら
ず
」
と
言
わ
れ
て
い
る
記
述
が
あ
る
こ
と
か
ら

(『
全
集
三

(
上

)』

一
二
九
頁
)、
実
際

の
発
行

は
奥
付

の
四
月
十
七
日
よ
り
も
や
や
遅
れ
た

 

も
の
と
見
ら
れ

て
い
る

(
一
葉
が
い
つ
入
手
し
た
か
は
不
明
確
)
。
『
全
集

「
』

「闇
桜
」

「た
ま
棒
」
補
注

(
}
七
及
び
九
五
頁
)
も
参
照
。

(
5
)
『武
蔵
野
』
第

一
編
見
返
し
に
も
記
載
が
あ
る
よ
う
に
、

「年
英
」
が
正
し
い
。
梧
斎
年
英
は
柳
爲
亭
寅
彦

の
兄
。

(
6
)
第
二
編
掲
載
稿
執
筆
に

つ
い
て
は
、

一
葉

の
場
合
、

「武
蔵

野
雑
誌
次
号
に
出
す
べ
き
趣
向

の
あ
ら
ま
し
文
し
て
半
井
君

へ
送
る
」
と
あ
る
の
が
三

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ラ

 

月
十
日

(
「に

つ
記
 
二
」
、
『
全
集
三
上
』

一
〇
九
頁
)、

「廿
人
日
ま
で
に
小
説

の
草
稿
ま
は
し
く
れ
よ
」
と
の
桃
水
か
ら

の
督
促
状
が
届
く

の
が

二

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

十
五

日

(「
日
記
」
、
同

一
二
三
頁
)
、
原
稿
提
出
は
、
三
月
二
十
七
日
に
桃
水
を
訪
問
し
た
時

で
あ
ろ
う
と
推
定
さ
れ
る

(同
右
、
脚
注

11
参
照
)
。

(
7
)
「闇
桜
」
の
場
合

は
、
落
花

の
描
写
の
み
で
ヒ
ロ
イ
ン
の
死
を
暗
示
す
る
た
め
、
「風
も
な
き
」
と
い
う
表
現
が
ど
う
し
て
も
必
要
で
あ

っ
た
も

の
を
、

 
 
「仇
桜
も

の
が
た
り
」
の
方

で
は

「姿

の
花
も
軒
端

の
花
も
」
と
、
ヒ

ロ
イ
ン
と
桜
を
並
列

で
叙
述

し
て
い
る
た
め
、

一
葉
が
排
除
し
た

「風
」
を
呼

 

び
込
む
こ
と
が
可
能
と
な

っ
た
。
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『
武
蔵
野
』
と

一
葉



(
8
)
江
戸
末
期
か
ら
明
治
十
八
年
に
か
け
て
刊
行
。
引
用
は
、
続
帝
国
文
庫

『
諏
白
縫
諄
 
上
巻
』

(明
治
三
三

・
=

・
二
七
 
博
文
館
)
五
五
頁
に

 

よ
る
。

(
9
)
薄
情
な

こ
と
を
薄

い
紙
に
喩
え

る
と
い
う
発
想
は

一
葉

の
和
歌
に
も
見
ら
れ
、
ち
よ
う
ど

『武
蔵
野
』
第
三
編
発
刊
直
後

の
頃
に
、

「人
情
如
紙
」

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

の
題
で

「人
ご

ン
ろ
あ
な
薄
紙

の
う
す
き
哉
さ
り
と
て
す
き
て
見
え
ぬ
も

の
ゆ
ゑ
」
と

い
う
歌
を
詠
ん
で
い
る

(『
全
集

四
下
』
所
収
、
附
録

3
ー
詠

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(

 

草
補
遺

11
、
六

一
九
頁

〈明
治

二
十
五
年
八
月
作
、
全
集
補
注
推
定
、
六
二
〇
1
六
二

一
頁
参
照
〉
)。

(
10
)
全
集
は

『
文
芸
倶
楽
部
』
第

一
巻
第
六
編

(明
治

二
人

・
六

・
二
〇
)
再
掲
本
文
に
ょ
る
が
、
脚
注
に
掲
げ
ら
れ
た
校
異
か
ら
初
出
本
文
が
確
認
で

 

き
る
。

こ
こ
で
の
論
旨
に
関
わ
る
異
同
は
な

い
。

(
11
)
「た
ま
裡
」
の
糸
子
は
、
忠
臣
松
野

の
自
分

へ
の
執
心
を
知
り
、
思

い
を
寄
せ
る
竹
村
緑
に
潔
白
を
表
わ
す
た
め
自
決
す
る
。
ま
た
第
三
編
所
載

「五

 

月
雨
」
の
八
重
は
、
「或
る
時
は
あ
ら
ぬ
人
に
迫
ま
ら
れ
て
身

の
遁
れ
ば

の
無

か
り
し
時
操
は
お
も
し
命
は
鷲
毛
の
雪

の
夜
に
刃
手
に
取
り
し
こ
と
も
有

 

け
り
」

(四
章
、

一
八
頁
)
と

い
う
よ
う
に
、
思

い
を
寄
せ
る
杉
原
三
郎

へ
の
操
を
貫
い
て
き
た
が
、
主
人
優
子
の
杉
原

へ
の
恋
心
を
知
り
、
「お
ニ
タ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

みさ
を
 
 
 た
つ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
それ
 
 おも
ひ

 

方
さ
ま
首
尾
と

』
の
ひ
し
暁
に
は
潔
よ
く
斯

々
し
て
流

石
は
貞
操
を
立
る
と
だ
け
君
さ
ま
に
知
ら
れ
な
.ば
夫
を
思
で
の
我
れ
な

る
に
」

(六
章
、
二
七

 

頁
)
と
、
主

へ
の
義

理
を
徹

し

っ
つ
、
自
ら

の
貞
操
も
守
ろ
う
と
す
る
。

(
12
)
初
出
は

『
文
学
界
』
第
十
九
号

(明
治
二
七

・
七

・
三
〇
 
文
学
界
雑
誌
社
)
、
二
十

一
号

(同
年
九

二
二
〇
)
、
二
十
三
号

(同

=

・
三
〇
)

に

 

分
載
。
後
、
『
文
芸
倶
楽
部
』
第
十

二
編
臨
時
増
刊

「閨
秀
小
説
」
(明
治
二
八

・
一
二

二

〇
)
に
再
掲
。
本
稿
で
の
引
用
箇
所
に
論
旨
に
関
わ
る
異

 

同
は
な

い
。

(
13
)
拙
著

『
一
葉
文
学

の
研
究
』

(平
成

一
八

二
二
・
二
四
 
岩
波
書
店
)
第
八
章
参
照
。

(
14
)
同
右
。

(
15
)
男
性
と

の
接
触
を
戒
め
る
同
時
代

の
意
識
と
、
そ
れ
が
小
説

の
ヒ

ロ
イ

ン
を
通
し
て
ど

の
よ
う
に
描
か
れ
て
き
た
か
に

つ
い
て
は
、
注

13
の
拙
著
所

 

収

の
序
説
及
び
第

二
章
、
第

八
章
等
参
照
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(本

学

助
教

授

)
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