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上

明
治
文
壇
へ
の
女
作
家
の
出
現
は
大
凡
何
時
時
分
で
あ
っ
た
ろ

い

つ

う
か
︑
手
許
に
は
今
何
等
の
書
類
も
な
い
の
だ
か
ら
︑
何
と
も
云

い
よ
う
は
な
い
の
だ
が
︑
無
論
男
の
作
家
の
出
現
よ
り
は
少
し
遅

い
こ
と
は
確
で
あ
っ
て
︑
何
う
し
て
も
二
十
二
年
位
か
ら
後
の
こ

と
だ
と
は
云
っ
て
よ
か
ろ
う
と
思
わ
れ
る
︒

年
代
は
勿
論
確
で
は
な
い
が
︑
木
村
曙
女
史
な
ど
が
早
い
方

あ
け
ぼ
の
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で
は
な
か
っ
た
ろ
う
か
︒
此
の
人
は
木
村
荘
太
︑
同
荘
五
︑
同
荘

八
君
な
ど
の
姉
さ
ん
の
よ
う
に
聞
い
て
居
る
︒
尾
崎
紅
葉
君
の
門

下
で
は
な
か
っ
た
ろ
う
か
と
思
う
の
だ
が
︑
何
う
い
う
作
物
が
あ

っ
た
の
か
︑
今
一
向
に
記
憶
が
な
い
︒
唯
読
売
新
聞
な
ど
で
そ
の

人
に
関
す
る
消
息
を
読
ん
だ
こ
と
だ
け
は
︑
朧
気
な
が
ら
覚
え
て

居
る
︒
此
の
人
は
若
く
し
て
死
ん
だ
ら
し
い
︒
荘
五
君
な
ど
は
覚

え
て
居
ら
ぬ
よ
う
だ
︒

そ
の
次
ぎ
に
は
︑
田
辺
花
圃
女
史
即
ち
今
の
三
宅
龍
子
君
の
名

か

ほ

を
聞
い
た
︒
同
君
の
﹃
藪
の
鶯
﹄
が
坪
内
大
人
の
推
薦
的
序
文
つ

き
で
発
售
さ
れ
た
の
は
︑
こ
れ
も
は
っ
き
り
何
時
だ
か
は
記
憶

は
つ
し
ゆ
う
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に
止
ま
っ
て
居
ら
ぬ
が
︑
二
十
四
年
頃
で
で
も
あ
っ
た
ろ
う
か
と

思
う
︒

そ
の
次
ぎ
に
は
︑
小
金
井
き
み
子
︑
若
松
賤
子

︱
前
者
は
故

し
ず
こ

鷗
外
大
人
の
令
妹
で
︑
医
学
博
士
小
金
井
良
精
氏
の
夫
人
︑
後
者

は
︑
当
時
基
督
教
会
の
名
士
で
教
育
家
で
あ
っ
た
巌
本
善
治
氏
の

夫
人

︱
の
両
君
ぐ
ら
い
な
順
に
な
ろ
う
か
と
思
う
け
れ
ど
も
︑

世
間
で
は
此
の
両
君
に
就
て
は
︑
明
治
二
十
八
年
秋
の
文
芸
倶
楽

部
の
﹃
閨
秀
小
説
号
﹄
な
る
も
の
が
出
る
ま
で
は
︑
余
り
多
く
は

知
ら
な
か
っ
た
ろ
う
と
思
う
︒
両
君
の
も
の
は
大
抵
翻
訳
物
で
あ

っ
た
よ
う
に
思
う
︒
何
か
創
作
が
あ
っ
た
か
も
知
れ
ぬ
が
︑
僕
な
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ど
の
記
憶
に
は
止
ま
っ
て
い
な
い
︒
前
者
の
筆
に
な
っ
た
も
の
は

﹃
し
が
ら
み
草
紙
﹄
に
現
わ
れ
︑
後
者
の
も
の
は
﹃
女
学
雑
誌
﹄

に
現
わ
れ
た
と
思
う
︒

田
沢
稲
舟
女
史
の
名
を
吾
々
が
聞
い
た
の
は
何
時
頃
で
あ
っ
た

い
な
ふ
ね

ろ
う
か
︒
大
抵
明
治
二
十
六
七
年
頃
で
あ
ろ
う
︒
山
田
美
妙
斎
氏

に
結
婚
し
な
い
う
ち
に
既
に
幾
分
の
名
声
は
あ
っ
た
の
で
は
な
か

ろ
う
か
と
思
う
︒
前
記
の
﹃
閨
秀
小
説
号
﹄
で
あ
っ
た
と
思
う
の

だ
が
︑
稲
舟
女
史
の
﹃
白
薔
薇
﹄
と
か
何
と
か
い
う
作
が
出
て
い

た
︒
今
は
そ
の
梗
概
さ
え
記
憶
し
な
い
が
︑
唯
そ
の
な
か
に
︑
男

が
女
に
対
し
て
麻
酔
剤
を
用
い
る
条
下
が
あ
っ
た
の
で
︑
女
作
家
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と
し
て
は
︑可
な
り
大
胆
な
こ
と
を
書
い
た
も
の
だ
と
い
う
の
で
︑

当
時
の
人
々
の
噂
に
上
っ
た
こ
と
だ
け
は
記
憶
し
て
い
る
︒
け
れ

ど
も
︑
小
説
そ
の
も
の
は
︑
当
時
の
標
準
か
ら
見
て
も
︑
余
り
芸

術
的
に
完
備
し
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
よ
う
に
覚
え
て
居
る
︒
無

論
そ
ん
な
に
く
わ
し
い
写
実
的
な
も
の
で
も
な
か
っ
た
︒

稲
舟
女
史
は
も
う
そ
の
時
は
︑
美
妙
氏
と
は
別
れ
て
居
っ
た
の

で
は
な
か
ろ
う
か
と
思
う
︒
此
の
人
は
︑
秋
田
か
何
処
か
の
お
医

者
の
娘
さ
ん
で
あ
っ
た
と
い
う
話
で
あ
っ
た
︒
自
殺
し
た
の
は
︑

そ
の
﹃
白
薔
薇
﹄
と
か
何
と
か
い
う
小
説
が
出
て
か
ら
間
も
な
く

で
あ
っ
た
ろ
う
と
思
う
︒
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当
時
の
世
評
で
は
︑
美
妙
が
稲
舟
女
史
と
の
別
れ
方
が
無
情
で

あ
っ
た
と
い
う
の
で
あ
っ
て
︑
こ
れ
が
為
め
に
︑
美
妙
の
人
気
は

す
っ
か
り
落
ち
て
し
ま
っ
た
︒
大
橋
乙
羽
の
話
で
は
︑
美
妙
斎
の

も
の
を
載
せ
る
と
承
知
し
な
い
ぞ
と
い
っ
た
よ
う
な
脅
迫
状
が
博

文
館
あ
た
り
へ
は
盛
ん
に
舞
い
込
ん
だ
の
で
︑
雑
誌
へ
美
妙
氏
の

も
の
を
載
せ
る
わ
け
に
い
か
な
か
っ
た
と
い
う
の
で
あ
っ
た
︒

当
時
の
﹃
早
稲
田
文
学
﹄
に
は

︱
ほ
か
の
雑
誌
も
無
論
そ
う

で
あ
っ
た
が

︱
美
妙
の
不
徳
な
る
も
の
を
大
に
攻
撃
し
た
短
評

の
よ
う
な
も
の
が
出
た
︒
平
田
禿
木
が
そ
れ
に
対
し
て
︑﹁
わ
け

知
り
の
坪
内
さ
ん
も
い
ら
っ
し
ゃ
る
こ
と
だ
し
︑
そ
う
ま
で
美
妙
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を
や
っ
つ
け
な
く
て
も
よ
か
ろ
う
じ
ゃ
な
い
か
﹂
と
い
う
よ
う
な

こ
と
を
﹃
文
学
界
﹄
の
月
評
欄
へ
書
い
た
と
こ
ろ
が
︑
早
速
翌
月

号
で
︑﹁
文
学
界
の
や
つ
等
は
け
し
か
ら
ん
こ
と
を
い
う
︒
あ
あ

い
う
不
徳
が
見
の
が
せ
る
か
︒あ
れ
を
何
と
も
思
わ
ぬ
よ
う
で
は
︑

文
学
界
派
の
者
ど
も
の
道
念
の
存
在
が
疑
わ
し
い
﹂
と
い
っ
た
意

味
の
お
叱
り
を
蒙
む
っ
て
︑
一
同
大
に
閉
口
し
た
︒

そ
れ
か
ら
少
し
あ
と
に
な
っ
て
か
ら
だ
と
思
う
の
だ
が
︑
川
上

眉
山
君
か
ら
︑
山
田
氏
の
お
っ
か
さ
ん
と
い
う
の
は
︑
な
か
な
か

行
儀
作
法
の
こ
と
な
ど
の
や
か
ま
し
い
人
で
︑
山
田
氏
の
朝
寝
な

ど
に
も
小
言
を
い
う
の
だ
そ
う
だ
と
い
う
話
を
聞
い
た
︒
山
田
氏
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と
田
沢
女
史
と
の
絶
縁
は
実
際
已
む
を
得
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ

う
︒僕

等
は
事
情
を

︱
唯
世
間
話
で
聞
い
た
だ
け
で

︱
直
接
何

も
知
ら
な
か
っ
た
の
で
︑
何
も
い
え
な
か
っ
た
だ
け
で
あ
っ
た
の

だ
︒北

田
薄
氷
女
史
の
作
も
前
記
の
﹃
閨
秀
小
説
号
﹄
に
出
て
居
っ

う
す
ら
い

た
と
思
う
︒
此
の
人
は
日
本
橋
の
弁
護
士
北
田
正
董
氏
の
娘
さ
ん

で
︑
紅
葉
門
下
で
あ
っ
た
と
聞
い
て
居
っ
た
︒
後
に
画
家
梶
田
半

古
氏
に
嫁
し
た
の
も
︑
紅
葉
氏
な
ど
の
媒
酌
で
は
な
か
っ
た
か
と

思
う
︒
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大
塚
楠
緒
子

︱
文
学
博
士
大
塚
保
治
夫
人

︱
の
作
も
何
か

﹃
閨
秀
小
説
号
﹄
に
出
て
居
っ
た
ろ
う
か
と
思
う
︒
此
の
人
は
明

治
女
学
校
へ
通
っ
て
︑
透
谷
︑
藤
村
︑
秋
骨
な
ど
の
人
々
の
講
義

を
聞
い
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
︒

北
田
女
史
は
余
り
作
を
遺
さ
ず
に
夭
折
し
た
け
れ
ど
も
︑
大
塚

女
史
の
方
は
割
合
に
あ
と
ま
で
生
き
て
居
っ
た
た
め
も
あ
る
の
だ

ろ
う
が
︑
可
な
り
な
量
の
作
品
を
遺
し
て
居
る
と
思
う
︒
大
塚
女

史
の
逝
い
た
の
は
︑
或
は
大
正
へ
入
っ
て
か
ら
で
は
な
か
っ
た
ろ

う
か
︒
明
治
四
十
一
二
年
の
頃
︑
一
度
夏
目
漱
石
君
の
と
こ
ろ
の

新
年
会
で
見
か
け
た
こ
と
が
あ
る
︒
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﹃
閨
秀
小
説
号
﹄
で
は
︑
若
松
賤
子
女
史
の
﹃
小
公
子
﹄
が
大
分

評
判
で
あ
っ
た
︒
小
金
井
女
史
の
も
の
も
可
な
り
長
い
翻
訳
も
の

で
あ
っ
た
よ
う
に
思
う
︒

中

以
上
︑
ま
こ
と
に
取
り
留
め
も
な
い
話
で
︑
こ
ん
な
こ
と
な
ら
︑

今
日
多
念
に
当
時
の
新
聞
︑
雑
誌
な
ど
を
調
ら
べ
ら
れ
る
人
々
の

た
ん
ね
ん

方
が
︑
よ
っ
ぽ
ど
確
な
こ
と
を
書
か
れ
る
こ
と
と
思
う
の
だ
が
︑

僕
と
し
て
は
こ
ん
な
こ
と
位
し
き
ゃ
知
ら
な
い
の
だ
か
ら
︑
し
か
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た
が
な
い
︒

樋
口
一
葉
女
史
以
外
の
古
い
女
作
家
の
こ
と
で
︑
僕
の
今
端
的

に
思
い
出
せ
る
も
の
は
こ
ん
な
も
の
で
あ
る
の
だ
が
︑
一
葉
女
史

の
こ
と
に
な
れ
ば
︑
可
な
り
詳
細
に
書
き
得
る
︒
そ
れ
は
︑
女
史

は
な
か
な
か
く
わ
し
い
日
記
を
遺
し
て
居
る
の
だ
か
ら
︑
女
史
の

こ
と

︱
殊
に
作
家
と
な
っ
て
か
ら
の
こ
と

︱
を
書
く
に
は
︑

あ
の
日
記
を
抜
き
書
き
さ
え
す
れ
ば
い
い
か
ら
な
の
だ
︒

此
頃
の
何
処
か
の
雑
誌
に
﹃
文
学
人
国
記
﹄
と
い
う
よ
う
な
も

の
が
出
て
居
っ
て
︑
そ
れ
に
は
樋
口
一
葉
は
甲
州
の
人
だ
と
書
い

て
あ
っ
た
︒
け
れ
ど
も
︑
樋
口
女
史
は
明
治
五
年
に
麹
町
区
山
下
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町
で
生
れ
た
の
み
な
ら
ず
︑
一
度
も
甲
州
へ
は
行
っ
た
こ
と
が
な

か
っ
た
ろ
う
と
思
わ
れ
る
︒

樋
口
女
史
の
父
母
は
甲
州
の
塩
山
か
ら
一
里
程
山
の
方
へ
入
っ

え
ん
ざ
ん

た
大
藤
村
の
人
で
あ
っ
た
が
︑
侍
に
な
る
積
り
で
夫
婦
一
緒
に
安

お
お
ふ
じ

政
年
間
に
江
戸
へ
出
て
︑
お
父
さ
ん
の
方
は
旗
本
菊
池
家
︑
お
母

さ
ん
の
方
は
同
じ
く
稲
葉
家
へ
奉
公
し
て
︑
間
も
な
く
与
力
の
株

を
買
っ
て
︑
八
丁
堀
衆
に
加
わ
り
︑
幕
臣
と
な
り
︑
維
新
後
東
京

府
の
役
人
と
な
っ
て
︑
前
記
の
山
下
町
の
官
舎
に
居
て
︑
其
所
で

一
葉
女
史
が
生
れ
た
の
だ
と
聞
い
て
居
る
︒
だ
か
ら
︑
斎
藤
緑
雨

が
全
集
の
巻
頭
に
序
し
た
よ
う
に
一
葉
女
史
は
東
京
の
人
な
り
と
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云
う
方
が
宜
し
か
ろ
う
と
思
う
︒
昔
は
三
代
住
ま
わ
な
け
れ
ば
江

戸
ツ
子
で
は
な
い
と
云
っ
た
そ
う
な
ん
だ
が
︑
東
京
に
な
っ
て
か

ら
は
︑
二
代
位
で
東
京
ツ
子
で
よ
か
ろ
う
で
は
な
い
か
︒

第
一
︑﹃
人
国
記
﹄
な
ど
と
云
っ
て
︑
唯
生
れ
た
場
所
ば
か
り

で
︑
同
じ
日
本
の
人
間
を
一
様
に
分
類
す
る
こ
と
が
何
の
意
味
が

あ
る
の
で
あ
ろ
う
か
︑
現
に
僕
な
ど
は
土
佐
人
と
い
う
こ
と
に
な

っ
て
居
る
の
だ
が
︑
土
佐
で
生
れ
た
に
は
相
違
な
い
に
し
て
も
︑

土
佐
を
出
た
の
は
十
歳
の
時
で
︑
東
京
の
生
活
の
方
は
何
う
し
て

も
四
十
年
以
上
に
な
る
︒
そ
の
四
十
年
の
方
へ
は
何
等
の
考
慮
も

払
っ
て
く
れ
ず
に
︑
十
歳
ま
で
し
き
ゃ
暮
ら
し
て
居
ら
な
か
っ
た
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土
地
の
方
ば
か
り
を
重
い
関
係
に
見
ら
れ
る
の
は
︑
ヘ
ン
な
も
の

で
あ
る
と
思
う
︒
そ
う
い
う
例
は
外
に
も
幾
ら
も
あ
る
︒
戸
川
秋

骨
君
な
ど
も
肥
後
人
と
な
っ
て
居
る
の
だ
が
︑
こ
れ
は
︑
父
祖
か

ら
し
て
定
府
で
︑
唯
維
新
後
一
寸
藩
地
へ
引
き
払
っ
て
︑
其
所
で

秋
骨
君
が
生
れ
︑
そ
の
後
直
に
東
京
へ
定
住
し
て
し
ま
っ
た
の
だ

か
ら
︑
殆
ど
東
京
人
と
云
っ
て
い
い
位
で
あ
る
︒

さ
て
︑
話
を
戻
し
て
︑
一
葉
女
史
の
こ
と
を
い
う
こ
と
に
す
る

が
︑
女
史
は
若
い
時
分
に
父
を
失
い
︑
兄
を
失
っ
て
︑
戸
主
に
な

っ
た
︒
そ
れ
は
女
史
の
十
八
の
時
で
あ
る
と
い
う
の
だ
︒
教
育
と

い
う
の
は
︑
そ
れ
ま
で
に
︑
小
学
校

︱
池
の
端
仲
町
文
海
小
学

ぶ
ん
か
い
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校

︱
揚
げ
出
し
の
筋
向
う
位
の
池
に
面
し
た
と
こ
ろ
に
あ
っ
た

私
立
小
学
校
で
あ
っ
た
と
思
う

︱
を
先
ず
卒
業
し
た
と
云
っ
て

宜
し
い
の
で
あ
ろ
う
︒

日
記
に
拠
る
と
︑
明
治
十
九
年
八
月
に
︑
小
石
川
安
藤
坂
の
歌

人
中
島
歌
子
の
門
に
入
っ
た
︒
だ
か
ら
︑
一
葉
女
史
の
教
育
は
国

文
教
育
を
受
け
た
と
云
っ
て
い
い
の
で
あ
る
︒
今
全
集
に
入
っ
て

い
る
女
史
の
日
記
は
︑
二
十
四
年
の
四
月
十
一
日
か
ら
始
ま
っ
て

い
る
︒
そ
う
す
る
と
︑
そ
れ
は
一
葉
女
史
の
二
十
歳
の
時
で
あ
る

の
だ
が
︑
そ
れ
に
し
て
は
︑
雅
語
の
駆
使
な
ど
い
か
に
も
自
由
で
︑

可
な
り
に
馴
れ
た
文
体
で
あ
る
︒
教
育
の
具
合
も
無
論
ち
が
い
は
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す
る
が
︑
今
の
二
十
歳
位
な
女
の
人
な
ど
に
あ
れ
だ
け
の
文
章

︱
雅
文

︱
の
書
け
る
人
は
全
く
絶
無
で
あ
ろ
う
︒
当
時
で
も

何
う
で
あ
っ
た
ろ
う
か
︒
兎
に
角
所
謂
る
真
の
才
媛
で
あ
っ
た
に

ち
が
い
な
い
︒

そ
れ
ま
で
に
︑
一
葉
女
史
は
文
化
︑
文
政
か
ら
し
て
の
徳
川
期

の
和
か
い
文
学
︑
当
時
の
新
聞
︑
単
行
本
な
ど
で
小
説
と
い
う
よ

う
な
読
書
は
可
な
り
や
っ
て
居
た
の
で
あ
ろ
う
︒

生
活
の
為
め
と
い
う
意
味
も
あ
り
︑
ま
た
学
問
的
の
仕
事
に
就

く
と
い
う
意
味
も
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
が
︑
一
葉
女
史
は
そ
の
時
分

か
ら
小
説
を
書
き
習
い
は
じ
め
よ
う
と
思
い
立
っ
た
︒
野
々
宮
き
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く
子
と
い
う
友
達
が
︑
半
井
桃
水
氏
を
知
っ
て
居
っ
て
︑
紹
介
し

て
く
れ
た
の
で
︑
一
葉
女
史
が
四
月
十
五
日
に
始
め
て
︑
桃
水
氏

を
芝
南
佐
久
間
町
の
寓
居
に
訪
問
し
て
︑
入
門
し
た
こ
と
は
︑
日

記
に
く
わ
し
く
書
い
て
あ
る
︒
そ
の
時
は
︑
女
史
は
書
い
て
持
っ

て
行
っ
た
小
説
一
回
分
を
批
評
を
請
う
た
め
置
い
て
来
た
︒

同
じ
月
の
二
十
一
日
の
と
こ
ろ
に
は
︑
桃
水
氏
に
見
て
貰
ら
う

た
め
に
︑
前
の
小
説
の
続
稿
を
五
回
書
い
た
と
あ
る
︒
此
の
小
説

は
今
全
集
の
な
か
に
収
め
ら
れ
て
居
る
題
の
な
い
小
説
ら
し
い
の

で
あ
る
︒
二
十
二
日
に
は
︑
そ
の
小
説
を
持
っ
て
半
井
氏
の
と
こ

ろ
へ
行
っ
た
と
こ
ろ
が
︑
半
井
氏
か
ら
左
の
如
く
云
わ
れ
た
と
い
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う
の
だ

︱
﹁
先
の
日
の
小
説
の
一
回
新
聞
に
の
せ
ん
に
は
少
し
長
文
な
る

が
上
に
︑
余
り
和
文
め
か
し
き
所
多
か
り
︑
今
少
し
俗
調
に
と

教
え
給
う
﹂

一
葉
女
史
の
筆
に
な
れ
る
も
の
は
︑
始
の
方
の
も
の
︑
即
ち
﹃
お

お
つ
ご
も
り
﹄

︱
二
十
七
年
十
一
月
頃
の
作

︱
以
前
の
も
の

は
︑
小
説
で
も
随
筆
で
も
皆
此
の
和
文
め
か
し
き
と
こ
ろ
即
ち
雅

文
調
が
勝
っ
て
居
る
こ
と
は
人
の
知
る
と
こ
ろ
で
あ
る
︒
殊
に
︑

﹃
暁
月
夜
﹄︑﹃
五
月
雨
﹄︑﹃
経
机
﹄
と
い
う
よ
う
な
作
は
︑
著

し
く
雅
文
脈
の
も
の
で
あ
る
︒
日
記
で
さ
え
︑
二
十
七
年
位
ま
で
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の
と
こ
ろ
は
︑
雅
文
調
が
強
く
な
っ
て
居
る
よ
う
に
思
う
︒

四
月
二
十
五
日
に
は
︑
桃
水
氏
か
ら
小
説
の
こ
と
で
相
談
が
あ

る
か
ら
︑
表
神
保
町
の
俵
屋
と
い
う
下
宿
屋
へ
来
て
く
れ
と
い
う

手
紙
が
来
た
の
で
︑
一
葉
女
史
は
二
十
六
日
の
午
前
に
︑
震
災
前

ま
で
南
明
倶
楽
部
の
あ
っ
た
と
こ
ろ
の
裏
あ
た
り
の
下
宿
屋
に
桃

水
氏
を
訪
問
し
た
︒
日
記
に
洽
集
館
と
あ
る
の
は
︑
南
明
倶
楽
部

に
な
る
前
の
勧
工
場
で
あ
る
︒
後
に
そ
の
勧
工
場
は
焼
け
て
︑
そ

の
跡
へ
南
明
倶
楽
部
が
建
っ
た
の
だ
と
思
う
︒

五
月
十
二
日
に
桃
水
氏
は
麹
町
区
平
河
町
へ
転
居
し
た
の
で
︑

一
葉
女
史
は
翌
十
三
日
に
桃
水
氏
を
訪
う
て
居
る
︒
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そ
う
い
う
風
に
し
て
︑
半
井
氏
と
の
交
際
が
親
密
に
な
っ
て
︑

二
十
五
年
の
二
月
四
日
に
は
︑
雪
の
日
に
半
井
氏
を
平
河
町
に
訪

う
て
︑
長
く
談
話
し
た
︒
明
治
二
十
六
年
の
一
月
頃
に
な
っ
て
書

い
た
﹃
雪
の
日
﹄

︱
﹃
文
学
界
﹄
所
載

︱
は
そ
の
時
の
気
分

を
材
に
し
て
書
い
た
も
の
ら
し
く
思
わ
る
る
︒

同
じ
月
の
十
三
︑
十
四
日
の
と
こ
ろ
に
は
︑
一
葉
女
史
が
小
説

を
書
い
た
こ
と
が
出
て
居
る
︒
こ
れ
は
多
分
︑
女
史
の
作
で
は
じ

め
て
活
版
に
な
っ
た
﹃
闇
桜
﹄
の
こ
と
で
あ
ろ
う
︒

三
月
七
日
に
は
︑
一
葉
女
史
は
半
井
氏
を
訪
問
し
て
︑
半
井
氏

等
の
同
人
雑
誌
﹃
武
蔵
野
﹄
創
刊
の
前
景
気
の
話
な
ど
を
聞
い
て
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い
る
︒
こ
の
あ
た
り
の
記
述
の
調
子
は
今
か
ら
見
る
と
︑
如
何
に

も
古
風
で
︑
当
時
の
文
学
者

︱
謂
わ
ば
旧
派
の
人
々

︱
の
口

調
な
ど
が
よ
く
出
て
い
て
︑
甚
だ
面
白
い
と
思
う
︒

一
葉
女
史
の
日
記
の
二
十
四
︑
五
年
の
と
こ
ろ
に
は
︑
図
書
館

へ
通
っ
た
こ
と
が
度
々
出
て
い
る
︒
そ
の
時
分
は
上
野
よ
り
外
に

公
開
の
図
書
館
は
な
か
っ
た
︒
一
葉
女
史
は
図
書
館
へ
通
っ
て
勉

強
し
て
い
た
︒
図
書
館
へ
女
は
め
っ
た
に
行
か
な
い
時
分
で
あ
っ

た
︒三

月
二
十
八
日
に
も
小
説
を
書
い
て
い
る
︒
こ
れ
は
半
井
氏
の

紹
介
で
︑
当
時
あ
っ
た
﹃
改
進
新
聞
﹄
と
い
う
の
へ
出
そ
う
と
い
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う
の
で
あ
っ
た
ら
し
い
︒
こ
れ
は
﹃
玉
だ
す
き
﹄
で
︑
浅
香
の
ぬ

ま
子
と
い
う
名
で
出
た
も
の
だ
そ
う
だ
︒

六
月
頃
に
な
る
と
︑
半
井
氏
と
の
交
際
に
関
し
︑
知
人
間
で
飛

ん
で
も
な
い
噂
が
始
ま
っ
た
の
で
︑
中
島
氏
と
も
相
談
の
上
で
︑

一
葉
女
史
は
桃
水
氏
と
の
交
際
を
断
っ
て
し
ま
っ
た
︒
此
の
時
分

に
は
︑
半
井
氏
が
左
の
如
く
云
っ
て

︱

﹁
君
が
小
説
の
こ
と
よ
︒
さ
ま
ざ
ま
に
案
じ
も
し
つ
る
が
︑
到

底
絵
入
の
新
聞
な
ど
に
は
向
き
難
く
や
侍
ら
ん
︑
さ
る
つ
て
を

よ
う
よ
う
に
見
付
け
て
︑
尾
崎
紅
葉
に
君
を
引
合
せ
ん
と
す
︑

か
れ
に
依
り
て
読
売
な
ど
に
も
筆
と
ら
れ
な
ば
と
く
多
か
る
べ
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し
︑
又
月
々
極
め
て
の
収
入
な
く
ば
経
済
の
こ
と
な
ど
に
心
配

多
か
ら
ん
と
て
︑
是
を
も
よ
く
よ
く
計
ら
わ
ん
と
す
⁝
⁝
﹂

そ
う
い
う
風
に
一
葉
女
史
を
紅
葉
氏
に
紹
介
す
る
筈
に
な
っ
て

い
た
の
だ
が
︑
右
の
絶
交
の
た
め
に
︑
一
葉
女
史
の
方
か
ら
紹
介

を
断
わ
り
︑
又
外
の
つ
て
か
ら
も
尾
崎
氏
へ
行
く
の
は
︑
半
井
氏

、
、

に
対
し
て
義
理
が
悪
い
訳
で
あ
っ
た
の
だ
か
ら
︑
そ
の
ま
ま
に
な

っ
て
し
ま
っ
て
︑
一
葉
女
史
は
紅
葉
氏
に
は
逢
わ
ず
に
し
ま
っ
た

の
で
あ
る
が
︑
此
の
時
尾
崎
氏
に
逢
っ
て
居
っ
た
な
ら
ば
︑
一
葉

女
史
は
も
っ
と
早
く
文
名
が
出
た
ろ
う
と
思
わ
れ
る
︒
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下
ノ
一

更
に
又
日
記
を
参
照
す
る
と
︑
一
葉
女
史
は
九
月
十
五
日
に
小

説
﹃
う
も
れ
木
﹄
を
脱
稿
し
て
︑
田
辺
龍
子
氏
の
も
と
ま
で
持
っ

て
行
っ
た
︒
こ
れ
は
︑
龍
子
氏
の
紹
介
で
小
さ
い
本
に
し
よ
う
と

い
う
積
り
で
本
町
三
丁
目
の
金
港
堂
へ
送
ろ
う
と
い
う
の
で
あ
っ

た
︒
此
の
小
説
は
陶
器
画
工
の
妹
を
主
人
公
に
し
た
も
の
で
あ
る

の
だ
が
︑
日
記
の
二
十
四
年
の
九
月
分
あ
た
り
の
と
こ
ろ
を
見
る

と
︑
花
瓶
の
図
様
を
書
き
留
め
た
も
の
が
あ
る
︒
一
葉
女
史
の
二

番
目
の
兄
さ
ん
虎
之
助
氏

︱
が
陶
器
画
工
で
あ
っ
た
の
で
︑
そ
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れ
か
ら
聞
い
て
書
き
と
め
た
も
の
に
違
い
な
い
と
思
う
の
だ
が
︑

﹃
う
も
れ
木
﹄
の
な
か
に
は
そ
の
図
様
及
び
焼
き
つ
け
方
が
す
っ

か
り
使
っ
て
あ
る
︒

同
じ
月
の
二
十
三
日
に
甲
州
の
﹃
甲
陽
日
報
﹄
と
い
う
の
へ
小

説
を
書
い
て
や
る
こ
と
に
し
た
と
い
う
記
入
が
あ
る
︒
脱
稿
し
た

の
は
二
十
四
日
頃
ら
し
い
︒
こ
れ
は
﹃
経
机
﹄
な
の
で
あ
ろ
う
︒

十
月
二
日
の
と
こ
ろ
に
左
の
如
く
あ
る
︒

﹁
田
辺
君
よ
り
は
が
き
来
る
︒
う
も
れ
木
一
と
先
都
の
花
に

ま
ず

の
せ
度
よ
し
金
港
堂
よ
り
申
来
り
た
る
よ
し
︑
原
稿
料
は
一

葉
二
十
五
銭
と
の
こ
と
︑
違
存
あ
り
や
否
や
と
な
り
︑
直
ち
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に
承
知
の
返
事
を
出
す
﹂

日
記
に
は
何
も
書
い
て
な
い
よ
う
で
あ
る
が
︑
大
凡
十
月
ち
ゅ

う
位
に
小
説
を
も
う
一
つ
書
い
た
ら
し
く
思
わ
る
る
︒
こ
れ
は
二

十
六
年
に
な
っ
て
﹃
都
の
花
﹄
に
出
た
﹃
暁
月
夜
﹄
で
あ
る
︒

十
月
か
ら
暮
へ
か
け
て
︑金
の
こ
と
で
ひ
ど
く
頭
を
悩
ま
せ
て
︑

原
稿
料
の
と
ど
く
の
を
鶴
首
し
て
待
っ
て
い
る
有
り
さ
ま
が
︑
日

記
の
諸
所
で
窺
わ
れ
る
︒
殊
に
十
二
月
二
十
七
︑
八
日
あ
た
り
の
︑

﹃
暁
月
夜
﹄
の
原
稿
料
を
受
け
取
る
あ
た
り
が
甚
だ
面
白
い
︒
其

所
の
記
述
に
は
後
年
の
﹃
濁
り
江
﹄
の
材
料
に
な
っ
た
か
と
思
わ

れ
る
一
節
が
あ
る
︒
そ
れ
は
稲
葉
こ
う
子
の
貧
居
を
訪
う
た
記
述
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で
あ
る
︒﹃
濁
り
江
﹄
の
源
七
佗
住
居
の
く
だ
り
と
併
せ
読
む
べ

き
も
の
で
あ
ろ
う
︒

二
十
九
︑
三
十
両
日
は
﹁
必
死
と
著
作
に
従
事
す
﹂
と
あ
り
︑

二
十
六
年
の
一
月
二
十
日
の
と
こ
ろ
に
は
﹁
小
説
雪
の
日
し
た
た

め
終
る
﹂
と
あ
る
︒

一
葉
女
史
の
そ
の
後
の
生
活
は
所
謂
る
生
活
難
に
対
す
る
悩
み

で
あ
っ
て
︑
直
接
文
学
に
関
す
る
こ
と
は
余
り
日
記
に
は
表
わ
れ

居
ら
ぬ
よ
う
で
あ
る
︒

二
十
六
年
七
月
に
な
っ
て
か
ら
は
︑
一
葉
女
史
の
一
家
は
小
あ

き
な
い
を
始
め
る
こ
と
に
相
談
を
決
め
て
︑
十
五
日
か
ら
家
さ
が
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し
を
や
り
だ
し
た
︒
方
々
見
て
廻
わ
っ
た
末
に
︑
十
七
日
に
至
っ

て
︑
大
音
寺
前

︱
下
谷
区
龍
泉
寺
町
三
百
六
十
八
番
地
と
い
う

の
に
家
を
見
つ
け
た
︒
そ
れ
は
︑
日
記
に
よ
れ
ば
︑
間
口
二
間
︑

奥
行
六
間
ば
か
り
造
作
は
な
か
っ
た
が
︑
店
は
六
畳
で
︑
五
畳
と

三
畳
の
座
敷
が
あ
り
︑
敷
金
は
三
円
で
︑
家
賃
は
月
壱
円
五
拾
銭

で
あ
っ
た
と
い
う
の
だ
が
︑
今
日
の
相
場
か
ら
い
う
と
︑
全
く
嘘

の
よ
う
な
話
で
あ
る
︒
場
末
で
あ
っ
た
に
し
て
も
︑
何
し
ろ
安
い

も
の
で
あ
っ
た
と
云
わ
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
︒

樋
口
家
の
人
々
が
そ
の
家
へ
引
き
移
っ
た
の
は
︑
同
じ
月
の
二

十
日
で
あ
る
︒
龍
泉
寺
町
が
吉
原
遊
廓
の
裏
手
で
あ
る
こ
と
は
こ
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こ
に
い
う
ま
で
も
な
か
ろ
う
と
思
う
の
だ
が
︑
念
の
為
め
に
こ
こ

に
附
記
し
て
置
く
︒
商
な
い
で
は
荒
物
及
び
小
児
の
お
も
ち
ゃ
︑

駄
菓
子
と
い
う
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
で
︑
一
葉
女
史
自
身
神

田
多
町
︵
た
ち
ょ
う
と
読
ん
で
頂
き
た
し
︶
へ
買
い
出
し
に
行
っ

、
、
、
、

た
︒日

記
の
こ
の
辺
の
記
述
に
よ
る
と
︑当
時
の
細
民
の
生
活
状
態
︑

物
価
等
の
一
班
が
窺
い
得
ら
れ
て
如
何
に
も
面
白
い
︒

樋
口
家
の
人
々
は
二
十
七
年
四
月
一
杯
ま
で
龍
泉
寺
町
に
住
ま

っ
て
い
た
の
で
あ
る
が
︑
そ
の
時
分
の
作
物
は
二
十
六
年
十
一
月

頃
に
出
来
た
﹃
琴
の
音
﹄

︱
﹃
文
学
界
﹄
へ
の
寄
稿

︱
と
二
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十
七
年
の
二
月
十
八
︑
十
九
日
に
四
回
分
二
十
枚
ば
か
り
書
い
た

と
い
う
﹃
花
ご
も
り
﹄

︱
同
上

︱
だ
け
で
あ
っ
た
よ
う
だ
︑

尤
も
此
の
﹃
花
ご
も
り
﹄
の
原
稿
は
龍
泉
寺
町
に
居
る
間
書
き
続

け
た
ら
し
く
思
わ
れ
る
の
だ
が
︑
そ
れ
が
何
時
の
こ
と
だ
か
︑
日

記
で
は
分
ら
な
い
︒

樋
口
家
の
人
々
の
本
郷
丸
山
福
山
町
四
番
地
へ
引
き
移
っ
た
の

は
︑
二
十
七
年
五
月
一
日
で
あ
っ
た
︒﹁
家
は
本
郷
の
丸
山
福
山

町
と
て
︑
阿
部
邸
の
山
に
そ
い
て
︑
さ
さ
や
か
な
る
池
の
上
に
た

て
た
る
が
あ
り
け
り
︒
守
喜
と
い
い
し
う
な
ぎ
や
の
離
れ
座
敷
な

も
り
き

り
し
と
て
︑
さ
の
み
古
く
も
あ
ら
ず
︑
家
賃
は
月
三
円
也
︑
た
か
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け
れ
ど
も
こ
こ
と
さ
だ
む
﹂
と
あ
る
︒
六
畳
二
間
に
四
畳
半
が
あ

っ
て
︑
池
が
あ
り
︑
庭
が
あ
っ
て
︑
月
三
円
︑
そ
れ
で
も
少
し
高

い
の
で
あ
っ
た
と
い
う
時
代
な
ん
だ
か
ら
︑
当
時
の
物
価
の
大
体

は
窺
い
得
ら
れ
よ
う
と
思
う
︒

此
の
家
が
一
葉
女
史
終
焉
の
家
で
あ
る
︒
し
か
し
︑
家
そ
の
も

の
は
︑
明
治
四
十
三
年
の
秋
隣
り
の
山
の
崖
が
崩
れ
て
こ
わ
れ
て

し
ま
っ
た
の
で
︑
今
は
存
在
し
て
居
ら
ぬ
︒

一
葉
女
史
が
福
山
町
へ
越
し
て
か
ら
︑
最
初
に
書
い
た
の
は
︑

小
説
﹃
や
み
夜
﹄
ら
し
い
︒
こ
れ
も
﹃
文
学
界
﹄
へ
出
た
も
の
で

あ
る
が
︑
書
き
始
め
は
何
時
で
あ
っ
た
の
か
︑
日
記
に
は
な
い
︒
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唯
七
月
十
九
日
の
と
こ
ろ
に
﹁
小
説
や
み
夜
の
続
稿
い
ま
だ
ま
と

ま
ら
ず
︑
編
輯
の
期
近
づ
き
ぬ
れ
ば
心
あ
わ
た
だ
し
︑
此
夜
馬
場

孤
蝶
子
の
も
と
に
ふ
み
つ
か
わ
し
︑
明
日
の
編
輯
を
明
後
日
ま
で

に
の
ば
し
給
わ
ら
ず
や
と
頼
む
﹂
と
あ
る
の
み
で
あ
る
︒
二
十
二

日
の
と
こ
ろ
に
は
﹁
今
朝
や
み
夜
の
続
稿
郵
送
﹂
と
あ
る
︒

二
十
七
年
七
月
二
十
三
日
以
後
の
日
記
が
な
い
の
で
あ
る
か

ら
︑
何
時
だ
か
分
ら
な
い
が
︑
と
に
か
く
十
月
頃
に
﹃
お
お
つ
ご

も
り
﹄
を
書
い
た
ら
し
い
︒
一
葉
女
史
の
文
体
も
考
想
も
こ
の
作

で
一
転
機
を
来
た
し
︑
要
す
る
に
︑
驚
く
べ
き
ほ
ど
う
ま
く
な
っ

た
の
で
あ
る
が
︑
こ
れ
は
次
第
に
筆
が
熟
し
て
そ
う
な
っ
て
来
た
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の
が
主
因
で
あ
る
に
は
違
い
な
い
の
だ
が
︑
一
つ
は
︑
そ
の
夏
頃

か
ら
一
葉
女
史
が
西
鶴
の
好
色
本
な
ど
を
可
な
り
丁
寧
に
読
み
始

め
た
こ
と
は
︑
そ
れ
等
の
文
体
等
の
変
化
に
余
程
の
影
響
が
あ
っ

た
こ
と
だ
と
云
っ
て
も
よ
か
ろ
う
と
思
う
︒

一
葉
女
史
の
傑
作
﹃
た
け
く
ら
べ
﹄
が
何
時
起
稿
さ
れ
た
も
の

だ
か
︑
日
記
が
前
記
の
通
り
な
い
の
だ
か
ら
︑
確
な
こ
と
は
分
ら

な
い
の
だ
が
︑
二
十
七
年
の
十
一
月
か
︑
十
二
月
に
起
稿
し
た
に

は
違
い
な
い
の
だ
︒
あ
の
作
は
人
の
知
る
通
り
︑
材
を
大
音
寺
前

あ
た
り
の
子
ど
も
の
生
活
に
取
っ
た
も
の
で
︑
吉
原
の
裏
手
と
い

う
極
め
て
特
殊
な
場
所
の
人
生
を
描
写
し
た
点
に
於
て
︑
記
憶
す
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べ
き
も
の
が
あ
る
の
だ
が
︑
あ
あ
い
う
も
の
を
書
い
て
み
よ
う
と

い
う
考
は
︑
大
音
寺
前
居
住
の
時
代
に
も
起
っ
た
も
の
と
は
推
定

し
得
ら
れ
よ
う
と
思
わ
る
る
に
拘
ら
ず
︑
そ
れ
に
関
す
る
こ
と
は

日
記
の
な
か
に
も
な
け
れ
ば
何
等
の
記
録
も
樋
口
家
に
は
遺
っ
て

居
な
い
︒
尤
も
︑
一
葉
女
史
は
作
に
関
す
る
思
い
つ
き
と
か
材
料

と
い
う
よ
う
な
も
の
を
手
帳
と
か
紙
ぎ
れ
と
か
い
う
も
の
に
︑
心

覚
え
に
書
き
と
め
て
置
く
と
い
う
の
で
は
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る

の
だ
か
ら
︑﹃
た
け
く
ら
べ
﹄
に
就
て
も
日
記
の
な
か
に
そ
れ
に

関
し
て
書
い
た
と
こ
ろ
が
な
い
以
上
︑
外
に
記
録
が
な
い
の
は
敢

て
怪
し
む
に
足
ら
ざ
る
こ
と
で
あ
る
︒
但
し
︑﹃
た
け
く
ら
べ
﹄
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の
な
か
の
或
る
章
句
な
ど
に
就
て
は
︑
そ
の
材
料
が
大
音
寺
前
時

代
の
日
記
の
な
か
に
あ
る
こ
と
は
︑
誰
で
も
気
づ
く
こ
と
で
あ
ろ

う
と
思
う
︒

唯
︑
あ
の
作
の
始
め
の
方
の
三
枚
ば
か
り
の
と
こ
ろ
の
下
書
き

が
樋
口
家
に
遺
っ
て
居
る
︒
そ
の
こ
と
に
就
て
は
︑
真
筆
版
﹃
た

け
く
ら
べ
﹄
の
末
の
方
へ
僕
が
書
い
て
置
い
た
が
︑
題
は
﹃
雛
雞
﹄

と
い
う
よ
う
に
な
っ
て
居
っ
た
か
と
思
う
︒
文
章
は
あ
の
作
の
始

め
と
そ
う
違
っ
て
は
居
ら
ぬ
︒

﹃
た
け
く
ら
べ
﹄
は
﹃
文
学
界
﹄
の
一
月
号
位
か
ら
十
月
か
︑
十

一
月
号
位
ま
で
で
完
結
し
た
と
思
っ
て
居
る
︒﹃
文
芸
倶
楽
部
﹄
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へ
出
た
の
は
︑
そ
の
翌
年
の
一
月
頃
で
あ
る
︒

下
ノ
二

二
十
八
年
頃
に
な
っ
て
の
一
葉
女
史
の
作
は
﹃
太
陽
﹄
へ
出

た
﹃
ゆ
く
雲
﹄
で
あ
る
が
︑
こ
れ
に
就
て
は
日
記
の
な
か
に
何
も

記
載
は
な
い
け
れ
ど
も
︑
三
月
頃
に
書
い
た
も
の
で
あ
ろ
う
と
思

う
︒

﹃
濁
り
江
﹄
は
同
年
の
九
月
の
﹃
文
芸
倶
楽
部
﹄
へ
出
た
の
だ
が
︑

日
記
六
月
十
日
の
と
こ
ろ
に
﹁
小
説
著
作
に
従
事
す
︑
全
篇
十
五
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回
七
十
五
枚
ば
か
り
の
も
の
作
ら
ん
と
す
︑
い
ま
だ
筆
お
も
う
ま

ま
に
動
か
で
⁝
⁝
﹂
と
あ
る
の
だ
が
︑
こ
れ
は
或
は
﹃
濁
り
江
﹄

に
な
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
︒
こ
れ
は
︑
福
山
町
の
一
葉
女
史

の
住
居
の
近
辺
は
銘
酒
屋
の
巣
窟
で
あ
っ
た
の
で
︑
そ
う
い
う
家

に
居
た
女
の
一
人
を
モ
デ
ル
に
し
て
︑
あ
の
あ
た
り
の
人
間
の
生

活
を
描
写
し
た
も
の
で
あ
る
︒

そ
の
次
ぎ
の
作
は
﹃
十
三
夜
﹄
で
︑
こ
れ
と
﹃
や
み
夜
﹄

︱

此
の
方
は
二
度
の
勤

︱
と
が
︑﹃
文
芸
倶
楽
部
﹄
の
﹃
閨
秀
小

説
号
﹄
へ
出
た
の
で
あ
っ
た
︒
そ
の
時
に
は
︑
既
に
﹃
濁
り
江
﹄

で
読
書
界
の
注
意
を
可
な
り
喚
起
し
て
居
っ
た
の
で
︑﹃
十
三
夜
﹄
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が
出
る
と
︑
一
葉
女
史
の
名
は
可
な
り
挙
っ
た
の
だ
と
思
う
︒

二
十
八
年
じ
ゅ
う
で
の
作
で
は
︑
此
の
外
に
﹃
軒
も
る
月
﹄

︱
四
月
頃
の
作
か

︱
と
﹃
う
つ
せ
み
﹄

︱
八
月
頃
の
作
か

︱
と
が
あ
る
の
だ
が
︑﹃
軒
も
る
月
﹄
は
︑
斎
藤
緑
雨
が
読
売

に
載
せ
て
居
た
﹃
門
三
味
線
﹄
を
急
に
中
止
し
た
の
で
︑
一
葉
女

史
が
そ
の
あ
と
を
埋
め
る
た
め
に
大
急
ぎ
で
徹
夜
で
書
い
た
も
の

で
あ
っ
た
と
思
う
︒﹃
う
つ
せ
み
﹄
は
︑
一
葉
女
史
の
住
居
の
隣

り
へ
狂
女
が
引
越
し
て
来
て
︑
時
々
女
史
の
家
へ
な
ど
も
飛
び
込

ん
で
来
た
そ
う
で
あ
つ
た
が
︑
そ
れ
か
ら
ヒ
ン
ト
を
得
て
書
い
た

も
の
で
あ
っ
た
︒
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一
葉
女
史
が
博
文
館
の
通
俗
百
科
全
書
の
な
か
の
﹃
女
子
書
簡

文
﹄
を
書
い
た
の
は
二
十
九
年
の
始
め
頃
で
あ
っ
た
ろ
う
と
思
わ

る
る
︒

日
記
の
七
月
の
十
二
日
の
と
こ
ろ
に
﹁
此
ほ
ど
博
文
館
の
義
捐

小
説
中
に
随
筆
よ
う
の
も
の
書
け
り
︑
い
と
あ
わ
た
だ
し
ゅ
う
て

み
ぐ
る
し
か
り
し
か
﹂
と
あ
る
の
だ
が
︑
此
の
随
筆
よ
う
の
も
の

と
い
う
の
は
︑
全
集
の
随
筆
中
に
入
っ
て
居
る
﹃
ほ
と
と
ぎ
す
﹄

で
あ
ろ
う
︒
三
陸
地
方
に
大
海
嘯
が
あ
っ
た
の
で
︑
そ
の
救
恤
の

お
お
つ
な
み

た
め
に
︑
博
文
館
が
﹃
文
芸
倶
楽
部
﹄
の
義
捐
小
説
号
な
る
も
の

を
出
し
た
の
で
あ
っ
た
よ
う
に
記
憶
し
て
居
る
︒同
じ
随
筆
の﹃
そ
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ぞ
ろ
ご
と
﹄
は
︑
二
十
八
年
の
十
月
頃
の
作
ら
し
い
の
だ
が
︑
こ

れ
は
﹃
文
学
界
﹄
の
連
中
で
﹃
う
ら
わ
か
草
﹄
と
か
い
っ
た
特
別

号
の
よ
う
な
も
の
を
出
し
た
の
で
︑そ
れ
へ
載
っ
た
の
で
あ
っ
た
︒

書
き
洩
ら
し
た
が
︑﹃
わ
れ
か
ら
﹄
は
二
十
八
年
の
十
二
月
頃

の
作
ら
し
い
の
だ
が
︑
こ
れ
は
﹃
文
芸
倶
楽
部
﹄
へ
出
た
︒
あ
の

作
は
︑
島
田
三
郎
氏
の
最
初
の
夫
人

︱
そ
の
夫
人
と
は
一
葉
女

史
は
中
島
歌
子
氏
の
と
こ
ろ
で
同
門
で
あ
っ
た

︱
の
こ
と
か
ら

ヒ
ン
ト
を
得
た
も
の
で
あ
ろ
う
と
思
う
︒﹃
わ
か
れ
道
﹄
も
同
じ

頃
の
作
で
あ
る
︒
こ
れ
は
翌
年
の
﹃
国
民
の
友
﹄
へ
出
た
︒
こ
の

作
は
﹃
た
け
く
ら
べ
﹄
と
同
じ
く
材
を
大
音
寺
前
に
得
た
も
の
だ
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と
聞
く
︒
傘
屋
の
小
僧
は
そ
の
当
時
実
在
し
て
い
た
と
い
う
話
で

あ
る
︒

斯
う
い
う
風
で
︑
二
十
九
年
へ
入
っ
て
か
ら
は
︑
一
葉
女
史
の

筆
を
取
っ
た
の
は
︑
断
片
の
﹃
う
ら
む
ら
さ
き
﹄
と
︑
前
記
の
﹃
女

子
書
簡
文
﹄
だ
け
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
︒

そ
の
年
の
四
月
頃
か
ら
︑
一
葉
の
病
が
進
み
は
じ
め
て
︑
八
月

に
な
っ
て
ま
す
ま
す
重
く
な
り
︑
遂
に
十
一
月
二
十
三
日
に
な
っ

て
遠
逝
し
て
し
ま
っ
た
︒

丸
山
福
山
町
へ
引
き
移
っ
て
か
ら
の
一
葉
女
史
の
日
記
は
﹃
水

の
上
日
記
﹄
と
い
う
名
に
な
っ
て
居
る
︒
家
の
前
も
後
も
池
で
あ
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っ
た
の
で
︑
そ
れ
が
為
め
に
日
記
に
そ
う
い
う
名
を
つ
け
た
の
で

あ
っ
た
︒
こ
の
日
記
の
二
十
七
年
の
末
あ
た
り
か
ら
終
り
へ
か
け

て
が
︑
実
に
面
白
い
読
み
物
で
あ
る
︒
僕
の
見
る
と
こ
ろ
で
は
︑

あ
の
部
分
に
は
︑
一
葉
女
史
の
勘
違
い
が
随
分
多
く
表
わ
れ
て
居

る
よ
う
で
あ
る
の
だ
が
︑
人
生
記
録
と
し
て
は
︑
そ
う
い
う
と
こ

ろ
が
非
常
に
面
白
い
と
思
う
︒
終
り
の
方
の
斎
藤
緑
雨
と
の
交
渉

な
ど
も
如
何
に
も
面
白
い
︒

緑
雨
も
一
葉
の
死
後
あ
の
日
記
を
見
る
ま
で
は
︑
一
葉
女
史
に

よ
っ
て
あ
あ
い
う
風
に
緑
雨
自
身
が
書
か
れ
て
居
よ
う
と
は
思
っ

て
居
ら
な
か
っ
た
ら
し
い
の
で
あ
る
︒
明
治
三
十
六
年
の
秋
頃
︑
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一
葉
女
史
の
あ
の
日
記
を
公
に
し
よ
う
か
と
い
う
話
が
起
っ
て
︑

そ
の
時
は
︑
斎
藤
が
鷗
外
氏
に
主
と
し
て
相
談
し
た
の
で
あ
っ
た

が
︑
そ
の
時
嘗
て
﹃
め
ざ
ま
し
草
﹄
の
連
中
ヘ
一
葉
女
史
を
加
盟

さ
せ
よ
う
と
す
る
鷗
外
氏
側
の
運
動
に
対
し
て
緑
雨
が
そ
の
裏
へ

廻
っ
て
一
々
ぶ
ち
こ
わ
し
て
居
る
経
緯
が
日
記
で
は
余
り
に
明
に

な
っ
て
居
る
の
で
︑
日
記
を
鷗
外
氏
に
見
せ
る
の
は
少
し
き
ま
り

が
悪
る
い
と
︑
緑
雨
は
苦
笑
し
て
居
た
︒

一
葉
女
史
の
日
記
は
︑
そ
の
後
緑
雨
が
預
っ
て
居
っ
て
︑
三
十

七
年
の
三
月
︑
医
者
か
ら
絶
望
状
態
で
あ
る
こ
と
を
告
げ
ら
れ
る

と
︑
僕
を
呼
び
に
来
て
︑
僕
が
本
所
横
網
の
緑
雨
の
寓
居
へ
駈
け
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つ
け
る
と
︑
緑
雨
は
︑
自
分
の
命
が
旦
夕
に
迫
っ
て
居
る
こ
と
を

た
ん
せ
き

告
げ
て
か
ら
︑
樋
口
家
へ
返
し
て
呉
れ
と
云
っ
て
︑
日
記
を
僕
に

渡
し
た
の
で
あ
っ
た
︒

一
葉
女
史
が
死
ん
で
か
ら
は
︑
も
う
既
に
四
十
年
も
た
っ
て
居

る
︒
緑
雨
が
死
ん
で
か
ら
も
三
十
年
を
少
し
越
え
て
居
る
︒
考
え

て
み
れ
ば
可
な
り
古
い
こ
と
だ
︒
そ
の
後
で
も
︑
文
壇
で
は
可
な

り
多
く
の
人
が
死
ん
で
居
る
︒
僕
な
ど
は
︑
平
凡
無
能
の
お
蔭
か
︑

は
た
ま
た
そ
の
崇
り
か
︑
何
う
に
か
今
ま
で
生
き
延
び
て
来
た
︒

気
の
利
い
た
化
物
な
ら
︑
も
う
と
っ
く
に
引
っ
込
む
筈
で
あ
る
の

だ
が
︑
未
だ
に
ま
ご
ま
ご
し
て
居
る
な
ど
は
汗
顔
の
外
は
な
い
の
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だ
が
︑
し
か
し
︑
世
の
な
か
が
新
し
く
な
っ
た
り
︑
古
く
な
っ
た

り
す
る
の
で
︑
僕
等
の
よ
う
な
立
廻
り
の
う
す
の
ろ
な
者
は
引
込

み
が
つ
か
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
よ
う
な
気
も
す
る
の
で
あ
る
︒

拙
稿
は
︑
一
葉
女
史
の
日
記
を
使
っ
て
︑
女
史
の
実
生
活
の
方

を
示
め
し
た
い
の
で
あ
っ
た
が
︑
筆
を
取
っ
て
見
る
と
︑
そ
れ
を

や
り
出
す
と
︑
な
か
な
か
四
十
枚
や
五
十
枚
の
原
稿
で
は
何
う
に

も
な
り
そ
う
も
な
い
の
で
︑
そ
の
方
は
思
い
切
っ
て
︑
こ
ん
な
も

の
を
書
い
て
︑
責
を
塞
ぐ
こ
と
に
し
た
︒

最
後
に
い
う
︑
本
稿
の
﹃
中
﹄
に
︑
一
葉
女
史
が
﹃
改
進
新
聞
﹄

へ
書
い
た
小
説
を
﹃
た
ま
だ
す
き
﹄
と
し
て
置
い
た
が
︑
こ
れ
は
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間
違
い
で
︑﹃
別
れ
霜
﹄
で
あ
る
︒﹃
た
ま
襷
﹄
は
﹃
武
蔵
野
﹄

へ
で
も
出
た
も
の
で
は
あ
る
ま
い
か
と
思
う
︒

一
葉
女
史
の
こ
と
を
調
べ
ら
れ
る
方
は
︑
全
集
中
に
あ
る
日
記

と
︑
全
集
の
末
に
あ
る
僕
の
跋
と
︑
そ
れ
か
ら
真
筆
版
﹃
た
け
く

ら
べ
﹄
の
後
に
つ
い
て
居
る
諸
家
の
一
葉
観
そ
の
他
を
一
読
さ
れ

ん
こ
と
を
切
望
す
る
︒
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