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『

田
舎
教
師』

に
お
け
る

｢

さ
び
し
さ｣

谷

松

満

子

は
じ
め
に

『

田
舎
教
師』

(

左
久
良
書
房
、
一
九
〇
九

(
明
治
四
二)

年
一
〇
月)

は
、
田
山
花
袋
が
実
在
し
た
小
林
秀
三
の
遺
し
た
日
記
を
も
と
に
書

き
下
ろ
し
た
作
品
で
あ
る
。
執
筆
の
直
接
の
動
機
は
、
日
露
戦
争
従
軍
か
ら
帰
国
し
て
義
兄
太
田
玉
茗
が
住
職
を
す
る
埼
玉
県
羽
生
の
建
福
寺

を
訪
れ
た
際
、
真
新
し
い

｢

小
林
秀
三
の
墓｣

を
見
て
衝
撃
を
受
け
た
こ
と
に
よ
る
。
花
袋
は
、
先
の
寺
で

｢

私
は
そ
の
前
に
一
、
二
度
逢
つ

た
こ
と
が
あ
る
の
で
、
微
か
な
が
ら
も
そ
の
姿
を
思
ひ
浮
べ
る
こ
と
が
出
来
た｣

と

『

東
京
の
三
十
年』

(

博
文
館
、
一
九
一
七

(

大
正
六)

年
六
月)

に
記
し
て
い
る
。

同
書
に
よ
る
と
花
袋
が
住
職
よ
り
借
り
た
の
は
、
小
林
秀
三
の
中
学
生
時
代
の
も
の
と
、
小
学
校
教
師
時
代
と
亡
く
な
る
年
一
年
の
日
記
で

あ
る
。
花
袋
は
次
の
よ
う
に
叙
述
し
て
い
る
。

こ
の
日
記
は
、
あ
る
い
は
こ
の
小
林
君
の
一
生
の
事
業
で
あ
つ
た
か
も
知
れ
な
か
つ
た
。
私
は
そ
の
日
記
の
中
に
、
志
を
抱
い
て
田
舎

『

田
舎
教
師』

に
お
け
る

｢

さ
び
し
さ｣

一
五
五

大
妻
国
文

第
51
号

二
〇
二
〇
年
三
月



に
埋
れ
て
行
く
多
く
の
青
年
達
と
、
事
業
を
成
し
得
ず
に
亡
び
て
行
く
さ
び
し
い
多
く
の
心
と
を
発
見
し
た
。
私
は

『

田
舎
教
師』

の
中

心
を
つ
か
み
得
た
や
う
な
気
が
し
た
。(

略)

日
記
を
見
て
か
ら
、
小
林
秀
三
君
は
も
う
単
な
る
小
林
秀
三
君
で
は
な
か
つ
た
。
私
の
小

林
秀
三
君
で
あ
つ
た
。
何
処
に
行
つ
て
も
そ
の
小
林
君
が
生
き
て
私
の
身
辺
に
つ
い
て
廻
つ
て
来
て
ゐ
る
の
を
感
じ
た
。(

傍
線
、
引
用

者
以
下
同
じ)

前
半
の
傍
線
部
分
は
、
小
林
秀
三
の
日
記
が
小
説
の
も
と
に
な
っ
た
こ
と
を
明
か
し
て
い
る
。
後
半
で

｢

私
の
小
林
秀
三
君
で
あ
つ
た｣

と

記
し
て
い
る
点
を
、
岩
永
胖
氏
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

花
袋
が

｢

小
林
秀
三
君
は
私
の
小
林
秀
三｣

と
い
っ
た
と
き
に
、
花
袋
自
体
が
何
時
の
間
に
か
小
林
秀
三
の
外
被
を
き
て
、
弥
勒
野
や
行

田
、
羽
生
を
歩
き
ま
わ
っ
て
い
た
の
で
あ
っ
て
、
自
己
と
対
立
し
、
自
己
の
観
念
や
嗜
好
に
合
わ
な
い
小
林
秀
三
そ
の
人
の
も
っ
て
い
る

客
観
的
限
定
は
う
ち
捨
て
ら
れ
て
、
小
林
秀
三
の
外
被
の
中
に
、
花
袋
の
主
観
が
無
限
定
に
充
満
し
て
行
っ
た
の
で
あ
る
。(『

田
山
花
袋

研
究』

白
楊
社
、
一
九
五
六

(

昭
和
三
一)

年
四
月)

岩
永
氏
は
前
掲
書
に
お
い
て
、｢

若
し
も
小
林
秀
三
な
る
モ
デ
ル
の
存
在
が
知
ら
れ
て
な
か
っ
た
な
ら
、
恐
ら
く
作
者
そ
の
人
が
モ
デ
ル
に

な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
錯
覚
を
起
し
そ
う
な
場
面
が
随
所
に
見
ら
れ
る｣

と
も
述
べ
て
い
る
。
つ
ま
り
日
記
に
あ
る
主
人
公
の
形

象
で
は
な
く
、
花
袋
の
主
観
に
よ
り
主
人
公
が
変
え
ら
れ
て
い
る
と
指
摘
し
て
い
る
。

日
記
と
そ
の
対
比
に
関
す
る
先
行
研
究
に
、
小
林
一
郎
氏

(｢

田
舎
教
師
論
―
モ
デ
ル
の

｢

日
記｣

を
中
心
と
し
て
ー｣

『

国
語
と
国
文
学』

一
九
五
七

(

昭
和
三
二)

年
一
一
月)

が
あ
る
。
花
袋
が
日
記
に
つ
け
た
圏
点
と
小
説
と
を
厳
密
に
対
照
し
、
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

一
五
六



此
の
作
品
が

｢

抒
情
性｣

に
と
み
初
期
の
少
女
病
的
セ
ン
チ
メ
ン
タ
ル
か
ら
無
縁
で
な
い
と
言
は
れ
る
の
も
結
局
は
、
此
の
作
品
の
決
定

的
な
事
実
性
で
あ
る
主
人
公
の

｢

日
記｣

そ
れ
自
体
の
い
だ
い
て
ゐ
る
性
格
で
あ
り
、
又
モ
デ
ル
小
林
秀
三
氏
そ
の
人
の
境
遇
及
び
性
格

が
感
傷
性
に
と
み
情
趣
的
で
あ
つ
た
が
為
で
あ
り
、
更
に
、
此
の
時
期
の
明
治
の
青
年
の
群
に
共
通
に
流
れ
て
ゐ
た
一
つ
の
断
層
が
一
種

の
哀
感
で
あ
り
、
哀
愁
で
あ
つ
た
か
ら
な
の
で
あ
る
。

小
林
氏
は

『

田
舎
教
師』

に
あ
る
感
傷
性
は

｢

日
記｣

自
体
が
醸
し
出
し
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
ま
た
モ
デ
ル
の
小
林
秀
三
の
境
遇
や
性
格

に
よ
る
も
の
で
、
単
な
る
花
袋
の
感
傷
性
だ
け
の
も
の
で
は
な
い
と
論
じ
て
い
る
。

本
稿
で
は
花
袋
が
小
林
秀
三
日
記
を
読
み
、
事
業
を
成
し
得
ず
に
亡
び
て
行
く
さ
び
し
い
多
く
の
心
を
発
見
し
た
と
述
べ
て
い
る
点
に
着
目

し
分
析
し
た
い
と
思
う
。
す
な
わ
ち

｢
さ
び
し
い｣

心
と
は
何
か
。
さ
ら
に
成
し
得
な
か
っ
た

｢

事
業｣

と
は
何
か
。
そ
し
て
そ
れ
を

｢

さ
び

し
い
多
く
の
心｣

と
し
て
い
る
点
に
つ
い
て
考
察
し
た
い
。

以
下
、
本
作
品
を
囲
繞
す
る
雰
囲
気
、
醸
し
出
し
て
い
る
空
気
、
そ
の
意
味
で
作
品
の
基
調
音
と
も
言
う
べ
き
大
切
な
語
彙
と
な
っ
て
い
る

｢

さ
び
し
さ
／
さ
び
し
い

(

１)｣

と
い
う
語
の
使
用
状
況
を
確
認
す
る
こ
と
か
ら
始
め
た
い
。

一

『

田
舎
教
師』

の
構
想

『

田
舎
教
師』

の
構
想
に
花
袋
が
言
及
し
た
文
章
は
い
く
つ
か
あ
る
が
、『
東
京
の
三
十
年』

の

｢

田
舎
教
師｣

の
項
と
と
も
に
し
ば
し
ば
取

り
上
げ
ら
れ
て
来
た
の
が

｢

梅
雨
日
記｣

(『

文
章
世
界』

(

第
四
巻
第
一
〇
号

｢
盛
夏
号｣

一
九
〇
九

(

明
治
四
二)

年
八
月
一
日)

で
あ
る
。

こ
の
日
記
は
、
花
袋
が
秀
三
の
実
家
が
あ
る
武
州
行
田
町
を
訪
ね
、
実
地
踏
査
を
し
た
明
治
四
二
年
六
月
七
日
か
ら
始
ま
っ
て
い
る
。

六
月
七
日

『

田
舎
教
師』

に
お
け
る

｢

さ
び
し
さ｣

一
五
七



予
は
携
へ
来
り
た
る
日
記
を
示
し
て
、
当
時
の
交
友
及
び
其
の
状
況
を
聴
く
。
得
る
と
こ
ろ
多
し
。
今
津
君
来
る
。
共
に
出
て
ゝ
行
田
の

城
址
を
散
策
す
。(

略)

当
時
、
わ
か
き
人
々
の
群
の
夜
遅
く
ま
で
歌
留
多
取
り
た
なマ

マ

り
と
い
ふ
家
を
見
る
。『

こ
の
さ
び
し
い
処
を
、
わ

か
い
人
達
は
夜
遅
く
伴
れ
立
つ
て
帰
つ
た
ん
で
す
な』

な
ど
と
語
る
。

こ
の
段
階
に
お
い
て
花
袋
は
、
熊
谷
中
学
校
時
代
の
友
人
に
案
内
さ
れ

『

こ
の
さ
び
し
い
処
を
、
わ
か
い
人
達
は
夜
遅
く
伴
れ
立
つ
て
帰
つ

た
ん
で
す
な』

と

｢
さ
び
し
い｣

ト
ー
ン
を
付
与
す
る
こ
と
を
忘
れ
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、
作
品
執
筆
時
に
あ
た
る

｢『

田
舎
教
師』

の
筆
を

執
り
始
む
。『

四
里
の
路
は
長
か
つ
た』

と
書
き
て
、
あ
と
は
い
か
に
し
て
も
筆
続
か
ず｣

(｢

梅
雨
日
記｣

明
治
四
二
年
六
月
一
八
日)

の
な

か
に

｢

さ
び
し
さ
／
さ
び
し
い｣
が
意
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
の
一
つ
の
証
と
も
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

｢

は
じ
め
に｣

で
引
用
し
た
花
袋
の

｢
私
の
小
林
秀
三
君
で
あ
つ
た｣

の
叙
述
に
戻
す
と
、｢

秋
の
寺
日
記｣

(『

文
章
世
界』

第
三
巻
第
一
四

号
、
一
九
〇
八

(

明
治
四
一)

年
一
一
月
一
日)

に
は
、
そ
の
部
分
が
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

平
凡
な
る
一
田
舎
教
師
の
死
！

こ
れ
に
意
味
が
無
い
だ
ら
う
か
。

友
の
主
僧
は
こ
れ
を
聞
い
て
、
預
つ
て
置
い
た
其
人
の
三
年
間
の
日
記
を
見
せ
て
呉
れ
た
。
か
れ
に
就
い
て
の
性
行
逸
事
を
も
聞
か
せ

て
く
れ
た
。
そ
れ
か
ら
勤
め
て
居
た
小
学
校
に
も
行
つ
て
見
た
。
今
で
は
か
れ
は
私
の
無
二
の
親
友
で
あ
る
。『

田
舎
教
師』

が
出
来
上

る
ま
で
は
、
少
く
と
も
一
日
も
私
の
胸
を
去
ら
ぬ
な
つ
か
し
い
友
で
あ
る
。

こ
の
随
筆
は
、
建
福
寺
に
滞
在
し

｢

妻｣

の
連
載
原
稿
を
執
筆
し
て
い
た
三
八
歳
当
時
の
記
録
で
あ
り
、
花
袋
が

『

田
舎
教
師』

の
構
想
に

言
及
し
た
文
章
の
一
つ
で
あ
る
。
小
林
一
郎
氏
は

(｢｢

田
舎
教
師｣

成
立
論｣

『
関
東
短
期
大
学
紀
要』

第
四
集
、
一
九
五
七

(

昭
和
三
二)

年
一
二
月)

で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

一
五
八



和
田
謹
吾
氏
の
研
究
に
よ
る
と
直
接
執
筆
の
時
期
は
明
治
四
一
年
の
一
月
か
二
月
頃
に
は
、
も
う
始
ま
つ
て
ゐ
た
様
に
考
へ
ら
れ
て
ゐ
る

の
で
、
明
治
四
〇
年
八
月
頃
か
ら
明
治
四
一
年
の
初
頭
に
は
草
稿
位
は
書
き
出
し
て
ゐ
た
と
考
へ
ら
れ
る
。

｢

梅
雨
日
記｣

の
記
述
に
よ
れ
ば

｢

一
八
日
、
雨
浙��
。『

田
舎
教
師』

の
筆
を
執
り
始
む
。｣

と
あ
る
が
、
和
田
氏
や
小
林
氏
の
推
測
ど
お
り

建
福
寺
で

｢

妻｣

の
原
稿
を
執
筆
し
な
が
ら

『

田
舎
教
師』

は
書
き
出
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

花
袋
は
、
小
林
秀
三
の
墓
の
前
を
通
っ
て
郵
便
を
出
し
に
行
く
た
び
に

｢

か
う
し
て
年
若
く
死
ん
で
墓
に
築
か
れ
て
了
ふ
人
も
あ
る
の
だ｣

と
若
い
死
を
悼
ん
で
い
る
。

二

日
記
の

〈

中
の〉

さ
び
し
さ

『

田
舎
教
師』

に
登
場
す
る

｢

さ
び
し
さ
／
さ
び
し
い｣

は
、
七
〇
箇
所
に
及
ぶ
。
花
袋
が
執
筆
に
あ
た
り
参
照
し
得
た
日
記
は
、
前
述
の

『

東
京
の
三
十
年』

に
あ
る
と
お
り
に
小
林
秀
三
の
中
学
生
時
代
、
小
学
校
教
師
時
代
、
死
ぬ
年
一
年
分
で
あ
る
わ
け
だ
が
、
現
在
残
さ
れ
て

い
る
の
は
、
小
学
校
教
師
時
代
の
一
年
分
、
す
な
わ
ち
一
九
〇
一

(

明
治
三
四)

年
の
元
旦
か
ら
大
晦
日
ま
で
だ
け
で
、
そ
れ
は
小
説
の
二
五

章
ま
で
の
時
間
に
あ
た
る
。
小
林
一
郎
氏
に
よ
っ
て
発
見
解
読
さ
れ
た
こ
の
日
記

(

２)

は
、
小
林
一
郎

『

田
山
花
袋

『

田
舎
教
師』

の
モ
デ
ル
の
日

記
原
文
と
解
読
所
収』

(

創
研
社
、
一
九
六
三

(

昭
和
三
八)

年
一
二
月)
に
収
め
ら
れ
読
む
こ
と
が
で
き
る
。

全
六
四
章
か
ら
成
り
立
つ
本
作
品
の
二
五
章
ま
で
に
、
全
体
の
約
六
割
を
占
め
る
四
一
例
の

｢

さ
び
し
さ｣

が
登
場
す
る
。『

定
本
花
袋
全

集』

を
参
照
枠
と
し
て
お
く
と
、
四
頁
に
一
回
の
割
合
で
使
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
因
み
に
二
五
章
ま
で
だ
と
す
る
と
、
三
頁
半
に
一

回
の
登
場
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
こ
れ
は
か
な
り
の
頻
度
と
言
っ
て
い
い
の
で
は
な
い
か
。
そ
の

｢

さ
び
し
さ
／
さ
び
し
い｣

を
花
袋
は
秀
三

『

田
舎
教
師』

に
お
け
る

｢

さ
び
し
さ｣

一
五
九



日
記
か
ら

｢

つ
か
み
得
た｣

と
す
る
わ
け
だ
が
、
彼
の
日
記
に
は
次
に
挙
げ
る
五
例
し
か
登
場
し
な
い
。

明
治
三
四
年
五
月
一
一
日

今
朝
五
時
に
家
を
出
づ
八
時
に
学
校
着
、
直
ち
に
授
業
を
す
る
。
午
後
は
種
々
の
整
理
等
に
て
夜
手
紙
を
書
く
今
夜
も
一
人
に
て
さ
び
し

げ マ
マ

な
り
。

一
〇
月
九
日

早
く
帰
る
、
秋
雨
漸
く
は
れ
て
、
夕
方
の
雲
風
に
動
く
事
早
く
、
夕
日
金
色
の
色
弱
し
、
木
犀
の
香
は
た
香
る
、
黄
金
色
な
る
も
の
か
。

夜
新
聞
を
見
、
行
田
へ
の
荷
物
つ
ゝ
む
。
今
日
桜
蔭
よ
り

｢

文
芸
評
論｣

来
る
。
夜
、
星
か
く
れ
て
、
銀
杏
の
実
落
ち
る
こ
と
は
げ
し
。

奥
栗
林
に
野
別
入
っ
て
庫
裏
の
奥
庭
に
一
葉
散
る
も
さ
び
し
く
風
の
音
に
、
コ
ホ
ロ
ギ
の
声
さ
む
し
。

一
一
月
五
日

午
後
よ
り
雨
ふ
り
出
づ
、
秋
の
野
の
赤
き
は
、
ニ
レ
□
ウ
ル
シ
菊
は
只
黄
な
る
も
の
の
み
、
蓼
の
花
、
漸
く
色
あ
せ
ぬ
秋
は
や
す
きマ

マ

ん
と

す
、
梢
き
ば
み
枯
葉
重
な
ら
ん
と
す
る
、
野
の
楢
林
に
雨
の
音
、
粛
々
た
り
。
夜
寂
し
き
に
玉
茗
氏
我
が
二
階
の
部
屋
に
来
ら
れ
て
談
ず

新
小
説
、
太
平
洋
、
日
本
人
か
り
て
見
る
。
土
曜
日
の
菊
見
の
散
策
を
約
す
。
天
長
節
以
来
か
の
夜
会
に
対
す
る
反
抗
よ
り
心
す
が
す
が

し
く
折
々
は
聖
書
を
手
に
せ
ん
と
も
思
ひ
、
た
ば
こ
を
や
め
ん
と
も
思
ふ
。
毎
日
の
教
授
法
の
研
究
に
面
白
し
。

一
二
月
一
日

八
時
起
床
、
午
前
新
島
と
骨
夫
と
に
葉
書
出
す
、
破
骨
を
訪
ふ
、
熊
谷
へ
行
き
て
居
ら
ず
、
父
君
と
話
す
。
午
後
二
時
半
、
母
君
の
心
し

て
給
ひ
し
馳
走
を
た
ら
ふ
く
口
に
し
て
行
田
を
い
づ
、
羽
生
に
来
り
て
、
日
暮
れ
ぬ
、
二
九
日
附
の
松
風
の
封
書
来
り
居
る
。
読
み
て
後

半
、
物
狂
ほ
し
き
事
た
へ
ん
方
な
く
、
く
り
か
へ
し
読
み
、
返
事
か
き
た
れ
ど
狂
ほ
し
き
ま
ゝ
や
み
ぬ
、
あ
ゝ
渡
瀬
、
あ
ゝ
白
滝
！

夜

日
課
点
の
図
画
を
見
、
破
骨
へ
久
し
ぶ
り
に
手
紙
か
く
。
今
日
母
君
よ
り
聞
け
ば
、
佐
藤
み
つ
子
の
父
亡
せ
り
と
、
何
と
な
く
物
さ
び
し
、

一
六
〇



さ
は
れ
恋
と
に
は
あ
ら
ず
か
し
、
友
道
の
父
も
狂
ひ
出
し
て
二
七
日

(

八
日
か)

の
夜
は
刀
ふ
り
ま
わ
せ
し
と
か
、
困
り
し
も
の
よ
。
長

久
寺
の
喜
重
、
一
師
団
に
入
る
。
此
の
頃
は
学
校
の
生
徒
の
貯
金
に
て
、
何
く
れ
と
い
そ
が
し
、
昨
日
よ
り
今
朝
へ
か
け
て
新
声
よ
み
き

る
、
夜
、｢

□
言｣

を
よ
む
。
年
末
な
れ
ば
債
鬼
し
き
り
に
い
た
り
、
母
君
い
よ
い
よ
、
心
づ
か
ひ
に
い
ま
す
。

一
二
月
二
一
日

久
し
ぶ
り
に
て
寺
へ
帰
る
。
吉
沢
よ
り
一
六
日
附
に
て
葉
書
来
れ
り
、
夜
新
聞
六
日
分
を
よ
み
、
吉
沢
へ
返
し
し
、
骨
夫
へ
歌
を
贈
る
曰

は
く
、
と
は
に
ひ
え
て
つ
め
た
き
の
ら
を
も
て
る
人
の
く
れ
ゆ
く
年
を
さ
て
何
と
見
る
。

此
の
間
新
島
へ
送
ら
ん
と
て
作
り
し

歌
妓
白
滝
の
歌

う
す
紫
の
振
り
の
そ
で
、
か
く
て
打
ち
舞
ふ
に
春
の
日
長
く
、

美
酒
に
酔
ふ
夜
の
殿
の
、
う
た
げ
の
は
て
の
一
人
さ
び
し
く
、(

以
下
略)

先
に
挙
げ
た
五
月
一
一
日
の
日
記
に

｢

夜
手
紙
を
書
く
今
夜
も
一
人
に
て
さ
び
し
げマ

マ

な
り｣

と
あ
る
、
そ
う
し
た
さ
び
し
さ
に
向
き
合
う
よ

う
に
日
記
に
は
手
紙
を
書
く
場
面
が
多
い
。
熊
谷
中
学
校
の
同
窓
生
と
思
わ
れ
る
破
骨
、
骨
夫
に
手
紙
を
出
す
の
は
、
相
手
を
理
解
し
共
感
し

あ
う
た
め
だ
ろ
う
。
小
説
が
始
ま
る
四
月
二
五
日
か
ら
一
二
月
末
日
ま
で
で
、
手
紙
を
書
い
た
日
を
延
べ
日
数
に
す
る
と
七
六
日
に
な
る
。
一

番
多
く
出
し
て
い
る
の
は
熊
谷
中
学
校
時
代
の
同
窓
生
、
新
島
百
介
に
宛
て
た
二
一
通
の
手
紙
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
現
実
の
小
林
秀
三
の

｢

さ
び
し
さ｣

は
、｢

一
人｣

で
い
る
こ
と
か
ら
来
る
孤
独
に
よ
る
さ
び
し
さ
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

だ
か
ら
こ
そ

｢

夜
寂
し
き｣

時
に

｢(

太
田)

玉
茗
氏
我
が
二
階
の
部
屋
に
来
ら
れ
て
談
じ｣

た
以
降
は
、
気
分
が
高
揚
し
た
の
か

｢

土
曜
日

の
菊
見
の
散
策
を
約｣

し
て
も
い
る
。
一
二
月
一
日
に

｢

物
さ
び
し｣

に
続
け
て

｢
さ
は
れ
恋
と
に
は
あ
ら
ず｣

と
わ
ざ
わ
ざ
書
か
ね
ば
い
け

な
い
の
は
、
秀
三
の

｢

恋｣

へ
の
憧
れ
、
パ
ー
ト
ナ
ー
を
求
め
る
思
い
の
裏
返
し
で
も
あ
る
に
違
い
な
い
。
一
二
月
二
一
日
の

｢

白
滝｣

に
関

『

田
舎
教
師』

に
お
け
る

｢

さ
び
し
さ｣

一
六
一



連
し
た
記
述
も
そ
れ
に
類
す
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

花
袋
は
、
現
存
し
て
い
る
一
年
間
の
日
記
の
う
ち
、
四
九
日
分
を
ほ
ぼ
忠
実
に
作
品
に
取
り
入
れ
て
い
る
。
そ
の
中
で
注
目
し
た
い
の
は
、

一
〇
月
九
日
の
日
記
で
あ
る
。
再
度
日
記
の
記
述
を
引
用
し
、
作
品
叙
述
と
比
べ
て
み
た
い
。(

日
記
に
●
印
、『

田
舎
教
師』

に
は
○
印
を
つ

け
対
比
し
た
。
以
下
同
様)

●
九
日
、
早
く
帰
る
、
秋
雨
漸
く
は
れ
て
、
夕
方
の
雲
風
に
動
く
事
早
く
、
夕
日
金
色
の
色
弱
し
、
木
犀
の
香
は
た
香
る
、
黄
金
色
な
る
も

の
か
。
夜
新
聞
を
見
、
行
田
へ
の
荷
物
つ
ゝ
む
。
今
日
桜
陰
よ
り

｢

文
芸
評
論｣

来
る
。
夜
、
星
か
く
れ
て
、
銀
杏
の
実
落
ち
る
こ
と
は

げ
し
。
奥
栗
林
に
野
別
入
っ
て
庫
裏
の
奥
庭
に
一
葉
散
る
も
さ
び
し
く
風
の
音
に
、
コ
ホ
ロ
ギ
の
声
さ
む
し
。

○
九
日
。

早
く
帰
る
。
秋
雨
漸
く
晴
れ
て
、
夕
方
の
雲
風
に
動
く
こ
と
早
く
夕
日
金
色
の
色
弱
し
。
木
犀
の
衰
へ
た
る
香
微
か
に
匂
ふ
。
夜
、
新
聞

を
見
、
行
田
へ
の
荷
物
包
む
。
星
か
く
れ
て
、
銀
杏
の
実
落
つ
る
こ
と
繁
し
。
栗
の
林
に
野
分
た
ち
て
、
庫
裡
の
奥
庭
に
一
葉
ち
る
も
さ

び
し
く
、
風
の
音
に
コ
ホ
ロ
ギ
の
声
寒
し
。(
田
舎
教
師
一
九
章)

日
記
に
あ
る

｢

木
犀
の
香
は
た
香
る｣

を
、
花
袋
は

｢
木
犀
の
衰
へ
た
る
香
微
か
に
匂
ふ｣

と
衰
え
た
る
を
つ
け
加
え
て
い
る
。
衰
え
た
る

は
、｢

さ
び
れ
る｣

の
類
語
で
あ
り
、
活
気
を
失
い
さ
び
し
く
な
る
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
衰
え
る
は
さ
び
し
さ
に
つ
な
が
る
と
考
え
ら
れ
る
。

｢

香
は
た
香
る｣

を

｢

微
か
に
匂
ふ｣

に
変
え

｢

黄
金
色
な
る
も
の
か｣

を
割
愛
し
た
こ
と
に
よ
り
、
褪
せ
た
木
犀
の
花
か
ら
、
さ
び
し
さ
を

醸
し
出
し
て
い
た
。
ま
た

｢

野
別
入
っ
て｣

を
、
秋
の
暴
風
を
意
味
す
る

｢
野
分
た
ち
て｣

に
変
え
た
。
こ
の
部
分
の
日
記
原
文
表
記
は
、
い

さ
さ
か
分
か
り
に
く
い
表
現
な
の
だ
が
、｢

野
別
入
っ
て｣

だ
と
す
る
と
、
秀
三
の
行
為
と
も
解
さ
れ
る
。
つ
ま
り
栗
林
の
奥
に
自
分
が
分
け

入
っ
て

｢

庫
裏
の
奥
庭
に｣

散
っ
た
一
葉
の
葉
を
見
出
し
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
か
し

｢

野
分｣

が
た
つ
と
な
る
と
、
情
景
は
ず
い
ぶ
ん

と
異
な
る
。
言
う
ま
で
も
な
く

｢

野
分｣

は
、
暴
風
、
台
風
で
あ
る
か
ら
、
野
分
の
と
き
に

｢

一
葉
ち
る
も
さ
び
し
く｣

と
は
な
ら
な
い
は
ず

一
六
二



で
あ
る
。

日
記
を
引
用
し
た
直
後
に
花
袋
は
、
こ
の
部
分
を
総
括
す
る
よ
う
に
次
の
よ
う
に
書
き
表
し
て
い
る
。

○
親
し
い
友
達
の
胸
に
利
己
の
さ
び
し
い
影
を
認
め
る
ほ
ど
眼
も
心
も
覚
め
て
居
ら
な
か
つ
た
。
卒
業
の
喜
悦
、
初
め
て
世
に
出
づ
る
希
望
―

そ
の
花
や
か
な
影
は
忽
ち
消
え
て
、
秋
は
来
た
、
さ
び
し
い
秋
は
来
た
。
裏
の
林
に
熟
み
割
れ
た
栗
の
い
が
が
見
え
て
、
晴
れ
た
夜
は
野

分
が
そ
こ
か
ら
さ
び
し
く
立
つ
た
。
長
い
廊
下
の
縁
は
足
の
裏
に
冷
や
か
に
、
本
堂
の
傍
の
高
い
梧
桐
か
ら
は
雨
滴
が
泣
く
や
う
に
落
ち

た
。(

一
九
章)

｢

晴
れ
た
夜
は
野
分
が
そ
こ
か
ら
さ
び
し
く
立
つ
た｣

と
あ
る
が
、
暴
風
で
あ
る
野
分
は
、
は
た
し
て
さ
び
し
く
立
つ
も
の
だ
ろ
う
か
。『

花

袋
歌
集』

(

春
陽
堂
、
一
九
一
八

(

大
正
七)
年
七
月)

に

｢

野
分｣

を
詠
ん
だ
短
歌
が
二
首
あ
り
そ
れ
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

お
ほ
つ
か
な
野
分
吹
き
あ
る
ゝ
秋
の
野
の
尾
花
の
末
の
と
も
し
火
の
影

野
分
け
し
て
や
つ
れ
し
ま
ゝ
の
や
れ
垣
に
す
か
り
て
咲
け
る
菊
の
あ
は
れ
さ

一
首
目
は
野
分
が
吹
き
荒
れ
て
い
る
と
こ
ろ
を
詠
み
、
押
し
潰
さ
れ
そ
う
な
危
う
さ
が
あ
る
。
二
首
目
は
、
野
分
が
過
ぎ
去
っ
た
後
、
そ
の

威
力
を
示
す
よ
う
な

｢

や
れ
垣｣

(

破
れ
垣)

が
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
、
い
ず
れ
も

｢

さ
び
し
さ｣

と
は
結
び
つ
き
に
く
い
。
花
袋
は

｢

野

分｣

と
い
う
語
感
が
醸
す
風
情
の
み
で

｢

作
品
全
体
に
流
れ
る
さ
び
し
さ
の
ト
ー
ン
を
強
調
す
る
た
め
に

｢

晴
れ
た
夜
は
野
分
が
そ
こ
か
ら
さ

び
し
く
立
つ
た｣

と
書
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

他
に
も
小
林
秀
三
日
記
に
は
な
く
、
花
袋
が
付
け
足
し
た

｢

さ
び
し
さ｣

が
あ
る
の
で
比
較
検
討
し
て
お
き
た
い
。

『

田
舎
教
師』

に
お
け
る

｢

さ
び
し
さ｣

一
六
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●
明
治
三
四
年
九
月
一
日

…
…
今
日
は
日
曜
、
朝
早
く
帰
校
す
べ
く
行
田
を
立
つ
、
途
に
破
骨
を
訪
ふ
。
午
前
一
〇
時
羽
生
着
、
二
階
の
取
り
ち
ら
か
し
た
る
を
一

ト
ま
づ
片
付
け
置
き
午
後
二
時
弥
勒
へ
立
つ
、
大
塚
氏
い
ま
だ
来
ら
れ
ず
、
一
人
に
て
今
宵
は
こ
ゝ
に
寝
る
、
新
し
き
オ
ル
ガ
ン
弾
く
、

八
月
の
明
星
見
る
。

○
学
校
に
は
新
し
い
オ
ル
ガ
ン
が
一
台
購
つ
て
あ
つ
た
。
初
め
て
の
日
は
丁
度
日
曜
日
で
、
校
長
も
大
塚
さ
ん
も
来
な
か
つ
た
。
其
夜
は
宿

直
室
に
さ
び
し
く
寝
た
。(
一
九
章)

日
記
を
見
る
と
九
月
一
日
に
続
け
て
四
日
、
五
日
と
学
校
に
泊
ま
っ
て
い
る
。
宿
直
室
に
泊
ま
る
と
、
同
僚
と
話
せ
る
良
さ
が
あ
る
、
と
り

わ
け
若
い
教
員
に
と
り
日
頃
の
悩
み
を
相
談
出
来
る
場
所
で
も
あ
る
だ
ろ
う
。
日
記
に

｢

さ
び
し
さ｣

の
記
述
が
な
い
の
は
、
児
童
下
校
後
の

夜
の
学
校
は
暗
闇
と
静
け
さ
に
包
ま
れ
て
お
り
、
も
の
さ
び
し
い
の
は
言
う
ま
で
も
な
い
か
ら
で
あ
る
。
花
袋
が
付
け
加
え
た

｢

さ
び
し
さ｣

は
、
誰
も
来
な
か
っ
た
こ
と
に
よ
る
も
の
だ
と
思
う
。

●
九
月
二
四
日

秋
季
皇
霊
祭
に
て
休
み
、
朝
六
時
半
起
床
、
玉
茗
氏
と
談
る
。(
略)

午
後
、
太
田
氏
に
太
平
洋
か
り
て
読
み
、
後
新
体
詩

｢

夜
の
笛｣

を
草
し
稿
全
く
な
ら
ず
、
夕
方
エ
ノ
ッ
ク
読
む
。
今
日
は
彼
岸
の
中
日
と
て
朝
よ
り
本
堂
に
参
詣
す
る
人
に
敷
石
の
カ
ラ
コ
ロ
と
絶
え
ず

中
に
は
乙
女
も
あ
る
ら
ん
か
。

○
彼
岸
の
中
日
に
は
、
其
原
稿
が
も
う
大
抵
出
来
懸
て
居
た
。(

略)

参
詣
者
は
朝
か
ら
遣
つ
て
来
て
、
駒
下
駄
の
音
が
カ
ラ
コ
ロ
と
長
い

敷
石
道
に
聞
え
た
。(

略)

参
詣
す
る
も
の
ゝ
中
に
は
、
町
の
豪
家
の
美
し
い
少
女
も
居
れ
ば
、
島
田
に
結
つ
た
白
粉
の
半
剥
げ
た
田
舎

一
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娘
も
あ
つ
た
。
清
三
は
上
さ
ん
か
ら
貰
つ
た
萩
の
餅
に
腹
を
ふ
く
ら
し
、
涼
し
い
風
に
吹
か
れ
な
が
ら
午
睡
を
し
た
。
夢
現
の
中
に
も
鐘

の
音
、
駒
下
駄
の
音
、
人
の
語
り
合
ふ
声
な
ど
が
絶
え
ず
聞
え
た
。

結
願
の
日
か
ら
雨
が
し
と�
と
降
つ
た
。
さ
び
し
い
今
年
の
秋
が
来
た
。(

一
九
章)

翌
翌
日
の
日
記
に

｢

今
日
も
日
暮
れ
て
雨
に
会
ふ｣

と
の
記
述
は
あ
る
が
、
季
節
の
変
わ
り
目
に

｢

し
と
し
と｣

と
静
か
に
降
る
雨
で
は
な

い
よ
う
だ
。
先
の
一
〇
月
九
日
の
日
記
で
も
確
認
し
た
よ
う
に
、
秋
の
長
雨
と

｢

さ
び
し
さ｣

を
結
び
つ
け
物
語
を
進
行
さ
せ
て
い
る
。

●
一
〇
月
一
一
日

秋
の
夕
の
野
に
旅
人
あ
り
て
道
を
問
ふ
、
我
れ
も
他
郷
の
よ
く
は
知
ら
ぬ
身
の
只
町
へ
の
道
を
の
み
答
へ
ぬ
。
彼
は
今
宵
、
梅
沢
と
云
ふ

宿
屋
に
行
く
と
よ
。
今
す
る
が
だ
い
の
な
が
し
ま
よ
し
こ
に
手
紙
送
ら
ん
と
て
書
く
。

○
一
日
、
学
校
の
帰
り
を
一
人
さ
び
し
く
歩
い
た
。(

略)

ふ
と
、
路
の
角
に
来
る
と
、
大
き
い
包
み
を
背
負
つ
て
、
古
び
た
紺
の
脚
絆
に
、

埃
で
白
く
な
つ
た
草
鞋
を
は
い
て
、
さ
も
労
れ
果
て
た
と
い
ふ
風
の
旅
人
が
、
ひ
よ
つ
く
り
向
ふ
の
路
か
ら
出
て
来
て
、『

羽
生
の
町
へ

は
ま
だ
余
程
あ
り
ま
す
か』

と
問
う
た
。(

略)

何
故
と
も
な
く
他
郷
と
い
ふ
感
が
烈
し
く
胸
を
衝
い
て
起
つ
た
。
か
れ
も
旅
人
、
わ
れ

も
同
じ
く
他
郷
の
人
！
か
う
思
ふ
と
、
涙
が
ホ
ロ�
と
頬
を
伝
つ
て
落
ち
た
。(

二
〇
章)

小
林
秀
三
の
日
記
に
は
、
事
実
が
多
く
記
さ
れ
て
お
り
感
情
と
感
想
は
少
な
い
。
花
袋
は
道
を
問
わ
れ
た
記
述
に
自
身
の
感
情
と
感
想
を
入

れ
て
い
る
。｢

は
じ
め
に｣

で
岩
永
氏
の

｢

花
袋
の
主
観
が
無
限
定
に
充
満
し
て
行
っ
た｣

と
い
う
説
に
頷
け
る
箇
所
で
あ
る
。

●
一
一
月
二
三
日

『

田
舎
教
師』

に
お
け
る

｢

さ
び
し
さ｣

一
六
五



朝
よ
り
熱
心
に
小
供
集
ま
る
、
八
時
半
引
き
つ
れ
て
羽
生
に
向
ふ
。
一
二
時
ま
で
マ
ッ
チ
し
て
全
く
話
に
な
ら
ぬ
。
晴
負
と
な
れ
り
、
二

時
小
供
と
別
れ
て
行
田
に
帰
る
、(

略)

夜
破
骨
を
訪
ふ
驚
く
ば
か
り
彼
れ
の
サ
バ
ケ
て
今
夜
も

(

昨
夜
も)

芝
居
へ
行
く
と
て
誘
は
る
、

微
山
、
今
津
な
ど
と
共
に
行
く
、
自
分
は
二
幕
目
に
て
に
げ
て
帰
る
。
直
ち
に
此
れ
等
の
事
な
ど
新
島
に
書
き
送
る
。
新
島
よ
り
新
声
に

手
紙
添
え
て
来
れ
り
。

○
こ
の
前
の
土
曜
日
に
、
清
三
は
郁
治
と
石
川
と
澤
田
と
に
誘
は
れ
て
、
此
頃
興
行
し
て
ゐ
る
東
京
の
役
者
の
出
る
芝
居
に
行
つ
た
が
、
友

の
調
子
も
著
し
く
さ
ば
け
て
、
春
あ
た
り
は
敢
て
言
は
な
か
つ
た
戯
談
な
ど
を
も
人
の
前
で
平
気
で
言
ふ
や
う
に
な
つ
た
。
郁
治
の
調
子

も
何
と
な
く
砕
け
て
見
え
た
。
清
三
は
、
は
し
や
ぐ
友
達
の
群
れ
の
中
で
、
さ
び
し
い
心
で
黙
つ
て
舞
台
を
見
守
つ
た
。

二
幕
目
が
終
る
と

『

僕
は
帰
る
よ』

か
う
言
つ
て
か
れ
は
立
上
が
つ
た
。(

二
三
章)

秀
三
は
球
技
大
会
引
率
の
た
め
、
前
日
学
校
に
泊
ま
っ
て
い
た
。
当
日

(

土
曜
日)

校
外
引
率
で
二
時
ま
で
仕
事
を
し
、
加
え
て
試
合
の
内

容
も
悪
く
沈
ん
で
い
た
と
思
わ
れ
る
。

夜
、
熊
谷
中
学
校
時
代
の
友
人
に
誘
わ
れ
て
芝
居
に
行
く
が
、
途
中
で

｢

に
げ
て
帰
る｣

の
は
、
小
学
校
教
師
と
し
て
の
自
分
と
友
人
と
の

間
に
溝
を
感
じ
、
積
極
的
に
そ
の
場
を
離
れ
た
の
で
あ
る
。
小
説
で
は

｢

さ
び
し
さ｣

が
強
調
さ
れ
て
い
る
が
、
む
し
ろ
呆
れ
た
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。
花
袋
は
友
人
と
の
関
わ
り
を
小
説
の
な
か
に
多
く
取
り
入
れ
、
主
人
公
の
心
の
変
化
を
現
し
て
い
る
。

因
み
に

『

田
舎
教
師』

に
近
接
す
る
、
花
袋
の
作
品
で
あ
る

『

蒲
団』

『
生』

『

妻』

に
お
け
る

｢

さ
び
し
さ｣

の
用
例
数
を
示
せ
ば
以
下
の

如
く
で
あ
る
。(

頁
数
は
、『

定
本
花
袋
全
集

第
一
巻』)

『

蒲
団』

(

明
・
四
〇)

さ
び
し
い
・
二
例

淋
し
い
・
六
例

寂
し
い
・
一
例

(

合
計
九
例
／
全
八
七
頁)

一
六
六



『

生』
(

明
・
四
一)

さ
び
し
い
・
六
例

淋
し
い
・
一
一
例

寂
し
い
・
三
例

(

合
計
二
〇
例
／
全
二
一
六
頁)

『
妻』

(

明
・
四
二)

さ
び
し
い
・
一
二
例

淋
し
い
・
一
七
例

寂
し
い
・
二
例

(

合
計
三
一
例
／
全
二
九
七
頁)

『

蒲
団』

は
明
治
四
〇
年
、『

生』

は
明
治
四
一
年
、
母
親
を
亡
く
し
た
と
き
の
こ
と
を
題
材
と
し
た
小
説
で
あ
り
、『

妻』

は

『

田
舎
教
師』

と
同
じ
年
に
書
か
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
小
説
に
は

｢

さ
び
し
さ｣

が
約
一
〇
頁
に
一
度
の
頻
度
で
し
か
出
て
こ
な
い
。
し
た
が
っ
て
近
接
す

る
作
品
と
比
べ
て
も
、『
田
舎
教
師』

の
七
〇
例

(

四
頁
に
一
度)

は
多
い
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
だ
け
こ
の
作
品
に
は
基
調
音
と
し
て
の

｢

さ
び
し
さ｣

が
あ
ふ
れ
て
い
る
。

こ
の

｢

さ
び
し
さ｣

の
実
体
を
、
検
討
す
る
為
の
も
う
一
人
の

｢

さ
び
し
い｣

青
年
、
西
萩
花

(

３)

を
と
り
上
げ
て
み
よ
う
。
西
に
関
し
て
は
す

で
に
小
林
一
郎
氏
の
詳
細
な
先
行
研
究
が
あ
る
。

三

西
萩
花
の
さ
び
し
さ

花
袋
は
秀
三
の
日
記
を
読
み
、『

田
舎
教
師』

の
中
心
を
つ
か
み
得
た
と
す
る
一
方
で

｢

こ
の
日
記
が
な
く
と
も

『

田
舎
教
師』

は
出
来
た

で
あ
ら
う｣

と
述
べ
て
い
る
。
そ
の
点
に
つ
い
て
、
小
林
一
郎
氏
は
、(『

田
山
花
袋
研
究
―
博
文
館
時
代

(

三)

―』

桜
楓
社
、
一
九
八
〇

(

昭
和
五
五)

年
二
月)

で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

｢

三
十
四
五
年
―
七
八
年
代
の
青
年
を
描
か
う
と
心
が
け
た｣

と
言
っ
て
い
る
こ
と
に
も
連
関
す
る
。(

略)

小
林
秀
三
は
直
接
的
な
も
の

と
し
て

『

田
舎
教
師』

を
支
え
て
い
た
で
あ
ろ
う
が
、
花
袋
自
身
自
己
の
青
年
時
代
の
不
遇
に
重
ね
あ
わ
せ
て
、
も
う
少
し
一
般
的
な
問

題
と
し
て

｢

小
民｣

の
心
と
実
態
と
を
描
こ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で

『
田
舎
教
師』

は
小
林
秀
三
の
み
で
な
く
、
も
っ
と
全

『

田
舎
教
師』

に
お
け
る

｢

さ
び
し
さ｣

一
六
七



体
的
な
問
題
と
し
て
、
こ
の
西
萩
花
の
こ
と
も
、
考
慮
に
い
れ
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。

私
は
こ
の
論
述
に
注
目
し
、
地
方
の
文
学
青
年
で
あ
る
西
萩
花
を
視
野
に
入
れ
、
花
袋
の
行
動
を
中
心
に
次
の
表
に
ま
と
め
た
。

一
六
八

年

月

出

来

事

一
八
八
四

(

明
治
一
七)

年
三
月
一
一
日

小
林
秀
三
生
ま
れ
る

一
八
八
九

(

明
治
二
二)

年
三
月
一
七
日

西
萩
花
生
ま
れ
る

一
九
〇
一

(

明
治
三
四)
年
三
月
二
八
日

小
林
秀
三

熊
谷
中
学
校
卒
業

(

一
八
歳)

一
九
〇
一
年
四
月
二
五
日

小
林
秀
三

弥
勒
高
等
小
学
校
に
赴
く

一
九
〇
四

(

明
治
三
七)

年
四
月
二
一
日

日
露
戦
争
に
従
軍

(

写
真
班)

一
九
〇
四
年
九
月
一
六
日

日
露
戦
争
よ
り
帰
国

一
九
〇
四
年
一
二
月
四
日

郷
里
の
館
林
の
教
育
会
で

｢

第
二
軍
従
軍
談｣

の
題
で
講
演

一
九
〇
四
年
一
二
月
五
日

��������������������������������
一
九
〇
六

(

明
治
三
九)

年
三
月
一
五
日�������������

一
九
〇
七

(

明
治
四
〇)

年
九
月

『

蒲
団』

を

｢

新
小
説｣

に
発
表

一
九
〇
八

(

明
治
四
一)

年
七
月
七
日

西
萩
花

死
去

(

享
年
二
〇
歳)

一
九
〇
八
年
四
月
一
三
日
〜
七
月
一
九
日

『
生』
を

｢

読
売
新
聞｣

に
連
載

(

八
〇
回)

一
九
〇
八
年
七
月
一
九
日
〜
八
月
九
日���������������������������������

�����
一
九
〇
八
年
一
〇
月
一
四
日
〜
一
九
〇
九
年
二
月

一
四
日

『

妻』

を

(

新
聞

｢
日
本｣)

に
連
載

(

一
二
〇
回)

一
九
〇
九

(

明
治
四
二)

年
六
月
一
八
日

『

田
舎
教
師』

の
筆
を
執
り
始
む
。｢

四
里
の
道
は
長
か
つ
た｣

と
書
き
て
、
あ
と
は

い
か
に
し
て
も
筆
続
か
ず
。(
梅
雨
日
記)

一
九
〇
九
年
一
〇
月
二
〇
日��������������������



前
の
表
は
小
林
一
郎
氏

｢

日
露
戦
争
従
軍｣

『

自
然
主
義
作
家

田
山
花
袋』

(

新
典
社
、
一
九
八
二

(

昭
和
五
七)

年
一
二
月)

を
基
に
作

成
し
た
も
の
で
、
姓
名
が
未
記
入
の
事
項
は
全
て
田
山
花
袋
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
。

明
治
三
七
年
九
月
二
二
日
、
小
林
秀
三
は
結
核
に
侵
さ
れ
亡
く
な
る
。
一
方
明
治
三
九
年
三
月
に
花
袋
主
筆
の

『

文
章
世
界』

が
創
刊
さ
れ
、

そ
の
時
か
ら
の
投
稿
者
で
あ
っ
た
西
萩
花
は
、
二
年
あ
ま
り
投
稿
し
た
の
ち
明
治
四
一
年
七
月
七
日
に
病
を
苦
に
自
か
ら
生
命
を
断
っ
た
。
花

袋
は
同
じ
年
、『
生』
を
書
き
終
え
て
か
ら
九
州
旅
行
に
出
発
し
大
分
県
耶
馬
渓
で
西
萩
花
の
墓
参
り
を
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
を
田
山
花
袋

主
筆

『

文
章
世
界』
第
三
巻
第
一
二
号

(

一
九
〇
八

(

明
治
四
一)

年
九
月
一
五
日)

に

｢

九
州
よ
り｣

と
い
う
紀
行
文
と
し
て
掲
載
し
た
。

小
林
一
郎
氏
が

｢

も
っ
と
全
体
的
な
問
題
と
し
て
、
西
萩
花
の
こ
と
も
考
慮
に
い
れ
な
け
れ
ば
な
る
ま
い｣

と
言
及
し
た
根
拠
の
一
つ
で
あ
る
、

｢

九
州
よ
り｣

の
後
半
部
分
を
左
記
に
引
用
す
る
。

僕
は
此
れ
ま
で
に
も
田
舎
の
青
年
の
死
と
い
ふ
こ
と
を
考
へ
た
こ
と
は
幾
度
も
あ
る
。
才
を
抱
き
志
を
抱
き
空
し
く
田
舎
に
埋
れ
て
了

ふ
悲
哀
は
到
る
処
に
あ
る
。
僕
の
書
か
け
て
居
る

『

田
舎
教
師』

も
さ
う
し
た
人
間
を
書
か
う
と
す
る
の
だ
。
田
舎
寺
の
墓
地
の
一
隅
の

小
さ
き
墓
石
、
其
下
に
志
を
抱
い
た
若
い
青
年
の
銷
せ
ざ
る
魂
が
眠
つ
て
居
る
と
思
ふ
と
、
僕
は
堪
ら
な
い
。
僕
だ
つ
て
君
だ
つ
て
、
一

つ
間
違
へ
ば
、
さ
う
し
た
運
命
に
邂
逅
さ
ぬ
と
も
限
ら
な
か
つ
た
の
だ
。
萩
花
君
は
弱
か
つ
た
。
悪
く
言
ふ
と
、
感
情
一
方
で
意
気
地
が

無
か
つ
た
。
け
れ
ど
君
も
僕
も
か
れ
に
対
し
て
強
い
言
葉
を
加
へ
る
こ
と
は
出
来
な
か
つ
た
の
だ
。
彼
は
健
な
身
体
で
は
な
か
つ
た
。
憤

を
発
し
て
自
己
を
開
拓
し
や
う
と
し
て
も
、
そ
れ
が
既
に
根
本
的
に
出
来
な
か
つ
た
の
だ
。(

後
略)

(

七
月
二
三
日
、
豊
前
宇
佐
よ
り)

右
の
傍
線
部
は
、『

田
舎
教
師』

の
執
筆
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
。
西
萩
花
の
墓
参
り
を
す
ま
せ
た
後
、
あ
ま
り
の
シ
ョ
ッ
ク
に
九
州
か
ら

帰
っ
て
す
ぐ
に
書
い
た
と
言
わ
れ
て
い
る
。
こ
れ
が

｢

明
治
四
一
年
九
月
の

｢

早
稲
田
文
学｣

の
彙
報
欄
で
既
に

『

田
舎
教
師』

を
百
枚
書
い

て
い
る｣

と
い
う
こ
と
に
あ
た
る
。
小
林
一
郎
氏
は
、
こ
の
節
の
冒
頭
の
論
文
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

『

田
舎
教
師』

に
お
け
る

｢

さ
び
し
さ｣

一
六
九



『
蒲
団』

の
前
か
ら
構
想
し
、
四
二
年
の
六
月
頃
ま
で
直
接
筆
が
お
ろ
せ
な
か
っ
た
花
袋
を
一
気
に
八
月
ま
で
に
そ
の
三
分
の
二
程
書
き

上
げ
さ
せ
た
原
動
力
は
、
少
く
と
も
西
萩
花
の
墓
を
訪
れ
た
こ
と
に
あ
っ
た
と
言
っ
て
も
過
言
で
な
い
。

小
林
氏
は
、｢
病
死
で
な
い
そ
の
自
殺
死
が
花
袋
を
ゆ
り
動
か
し｣

墓
参
り
か
ら
帰
り
八
月
に
一
気
に
百
枚
書
か
せ
た
と
い
う
。
そ
れ
は
、

花
袋
の
酷
評
が
彼
を
死
に
追
い
や
っ
た
と
い
う
負
い
目
か
ら
来
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
花
袋
は
、｢

青
春
を
ど
う
過
す
か
を
文
章
を
通
し

訴
え
、
文
章
を
書
く
こ
と
に
よ
っ
て
生
き
る
と
言
っ
た
姿
勢
に
激
し
い
同
調
を
い
だ
い
て
い
な
が
ら
、
萩
花
を
愛
す
る
が
故
に
、
又
、
病
に
圧

殺
さ
れ
ぬ
た
め
に
、
酷
評
を
し
つ
づ
け
た
様
に
見
え
る｣

と
述
べ
て
い
る
。
私
が
気
に
な
る
の
は
、『

文
章
世
界』

の
発
刊
の
辞
に
、｢

敢
て
論

説
と
言
は
す
、
美
文
と
言
は
す
、
書
簡
文
と
言
は
す
、
浮
華
を
排
し
、
形
式
を
排
し
、
朦
朧
を
排
す
る
は
、
今
の
文
を
学
ぶ
も
の
ゝ
最
も
必
要

と
す
る
所
な
る
べ
し
。(

略)

亦
こ
の
方
針
の
下
に
、
期
す
る
所
に
向
つ
て
邁
往
せ
ん
と
す
。｣

と
謳
わ
れ
て
お
り
、
投
書
家
は
文
章
習
練
の
場

と
心
得
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。

飯
田
祐
子
氏
は

｢

彼
ら
の
独
歩
―

『

文
章
世
界』
に
お
け
る

｢

寂
し
さ｣

の
瀰
漫
―｣

(『

日
本
近
代
文
学』

一
九
九
八

(

平
成
一
〇)

年
一

〇
月)

｢

作
文
か
ら
文
学
へ｣

の
項
で
、｢『

文
章
世
界』
は
は
じ
め
か
ら
文
学
雑
誌
と
し
て
成
立
し
え
た
の
で
は
な
い
。
雑
誌
を
構
成
す
る
読

者
の
期
待
そ
の
も
の
が
変
化
し
て
は
じ
め
て
、『

文
章
世
界』
は
文
学
雑
誌
と
し
て
存
在
し
う
る
よ
う
に
な
る
だ
ろ
う
。｣

と
論
じ
て
い
る
。

読
者
の
期
待
は

『

文
章
世
界』

第
一
巻
第
二
号
の
投
稿
募
集
の

｢
本
誌
は
作
文
研
究
を
目
的
と
せ
る｣

や

｢

其
選
評
殊
に
丁
寧
親
切
を
旨
と

し
、
意
足
り
て
文
伸
は
ざ
る
も
の
の
如
き
は
勉
め
て
こ
れ
を
添
削
し
て
以
て
紙
上
に
掲
載
せ
ん
こ
と
を
期
せ
り｣

等
の
文
面
に
現
わ
れ
て
い
る
。

し
た
が
っ
て
投
稿
者
自
身
も
、
気
に
入
る
文
章
に
す
る
ま
で
書
き
直
す
覚
悟
を
し
た
こ
と
が
伺
え
る
。

西
萩
花
は
、『

文
章
世
界』

第
二
巻
第
五
号
よ
り
毎
月
の
よ
う
に
小
説
に
応
募
し
て
い
る
が
、
当
選
せ
ず
本
文
は
掲
載
さ
れ
て
い
な
い
。
一

例
だ
が

｢

ゆ
ふ
べ｣

(『

文
章
世
界』

第
三
巻
第
四
号

[

明
治
四
一
年
三
月
一
五
日])
に
対
す
る
花
袋

〈

評〉

は

｢

例
の
病
院
生
活
を
書
い
た

一
七
〇



も
の
だ
。
作
者
が
か
う
自
己
の
生
活
に
同
情
し
て
居
て
は
、
小
説
は
出
来
ん
。
い
つ
そ
此
の
病
院
生
活
を
他
人
に
平
気
に
書
い
て
貰
ふ
と
好
い

物
が
出
来
る
か
も
知
れ
ん
。｣

と
一
見
冷
評
だ
が
、
小
説
を
書
く
心
構
え
を
教
え
て
い
る
よ
う
で
も
あ
る
。

実
際
、
花
袋
は

(『

文
章
世
界』

第
三
巻
第
二
号

[

明
治
四
一
年
二
月
一
日])

の
懸
賞
小
説
の
評
で

｢

今
の
若
い
作
象
の
弊
は
、
描
写
が
貧

し
い
と
い
ふ
こ
と
が
第
一
だ
。
唯
、
自
分
の
思
つ
た
事
、
感
じ
た
こ
と
を
其
儘
に
書
く
と
い
ふ
態
度
で
、
仔
細
に
其
周
囲
の
物
象
に
注
意
す
る

余
裕
が
無
い
。
従
つ
て
作
者
自
身
に
は
解
つ
て
居
て
も
、
読
者
に
は
其
光
景
や
ら
性
格
や
ら
が
少
し
も
浮
ば
な
い
。｣

と
記
し
、｢

其
人
物
な
り

物
象
な
り
を
、
裏
か
ら
表
か
ら
遺
憾
な
く
研
究｣

す
る
よ
う
に
説
い
て
い
る
。

小
説
以
外
に

｢

文
章
世
界｣
に
掲
載
さ
れ
た
西
萩
花
の
投
稿
文

(

４)

は
四
二
あ
る
。
書
簡
文
は
葉
書
を
含
め
一
四
例
あ
り
全
体
の
一
／
三
を
し
め
、

抒
情
文
が
七
例
、
タ
イ
ト
ル
に

｢

病｣
の
つ
く
投
稿
が
五
例
あ
る
。
萩
花
の
心
の
変
化
を
推
し
量
る
可
く
、
初
期
の
投
稿
と
自
殺
に
至
る
凡
そ

半
年
前
の
投
稿
文
を
次
に
挙
げ
た
い
。

加
藤
君
へ
の
返
し

〈

書
簡
文〉

(

四
号
文
を
読
み
て)

大
分
県
下
毛
郡
上
津
村
落
合

西

萩
花

君
、
武
雄
君
！

(

略)

相
模
の
山
の
青
嵐
、
恋
し�
の
今
日
此
頃
を
、
さ
て
も
君
は
損
な
手
紙
を
飛
ば
し
た
も
の
か
な
。
行
く
よ
。
行
く
よ
、
行
か
い
で
什
麼

す
る
。(『

文
章
世
界』

第
一
巻
第
六
号

[

明
治
三
九
年
八
月
一
五
日])

わ
が
悲
哀

福
岡
大
学
病
院
東
十
号
病
棟
第
十
室

西

萩
花

波
の
音
風
の
音
相
和
し
て
さ
び
し
う
響
く
多
々
羅
の
浜
べ
、
痛
め
る
足
を
杖
に
た
す
け
て
孤
り
人
生
を
想
ふ
。
一
九
の
秋
、
野
に
ふ
し

て
も
の
想
ふ
に
慣
れ
た
る
一
九
の
秋
は
耶
馬
に
く
れ
て
、
か
な
し
く
も
年
は
筑
紫
の
空
に
暮
れ
な
む
と
す
。
噫
！
暗
く
さ
び
し
く
一
九
年

『

田
舎
教
師』

に
お
け
る

｢

さ
び
し
さ｣

一
七
一



を
送
り
て
や
が
て
二
〇
の
春
を
迎
へ
ん
と
す
れ
ど
、
病
ひ
は
癒
え
ず
し
て
涙
す
で
に
涸
れ
ぬ
、(

略)

〈
評〉

文
と
情
と
相
合
ひ
て
、
哀
傷
の
意
尽
き
ず
。(『

文
章
世
界』

第
三
巻
第
二
号

[

明
治
四
一
年
二
月
一
日]

臨
時
増
刊
四

｢

新
詩
文｣

田
山
花
袋
選)

吾
が
悲
哀

豊
前
下
毛
郡
上
津
村

西

萩
花

さ
ら
ば
！

青
葉
の
中
に
立
て
る
家
、
そ
の
門
に
佇
め
る
老
ひ
し
姿
と
幼
き
弟
と
、
振
り
か
へ
る
病
う
ど
を
乗
せ
て
俥
は
徐
々
と
進
む
、
草
色
の
靄

ふ
る
山
や
森
や
、
稲
の
葉
の
さ
び
し
き
友
ず
れ
、
小
さ
き
村
に
は
朝
清
新
の
気
ぞ
満
つ
る
。(

後
略)

〈

評〉

西
君
の
抒
情
文
を
読
ん
だ
の
も
随
分
長
い
こ
と
で
あ
つ
た
。
読
ん
で
其
の
哀
切
な
響
を
聞
い
て
、
こ
れ
は
到
底
机
上
の
空
想
で
は

な
い
と
想
つ
て
ゐ
る
と
、
や
が
て
君
の
薬
餌
に
親
し
ま
れ
て
る
こ
と
を
知
つ
た
。
そ
れ
さ
へ
已
に
悲
し
い
事
実
で
あ
つ
た
も
の
を
、
今
や

君
は
遂
に

｢

暗
に
た
つ
我
が
墓｣

の
主
と
な
つ
て
了
つ
た
の
だ
。

私
は
君
が
最
後
の
抒
情
文
と
し
て
此
の
篇
を
茲
に
掲
げ
ね
ば
な
ら
ぬ
の
を
衷
心
か
ら
悲
し
む
の
で
あ
る
。(『

文
章
世
界』

第
三
巻
第
一

〇
号

[

明
治
四
一
年
八
月
一
日]

臨
時
増
刊
二
五

｢
青
年
文｣

前
田
木
城
選

地
賞)

西
萩
花
の
最
初
の
書
簡
文

｢

加
藤
君
へ
の
返
し｣

(

四
号
文
を
読
み
て)

は
、
加
藤
武
雄
の

｢

都
の
友
に｣

(

第
一
巻
四
号
、
明
治
三
九
年
六

月
一
五
日)

に
答
え
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
四
号
文
は
、
加
藤
の
故
郷
相
模
の
山
一
面
に
咲
く
百
合
の
美
し
さ
を
述
べ
来
訪
を
願
う
内
容
と
な
っ

て
お
り
、『

文
章
世
界』

の
読
者
に
宛
て
た
も
の
で
あ
る
。
萩
花
は
、
今
に
も
飛
ん
で
行
き
そ
う
な
文
で
答
え
て
お
り
、
全
快
を
信
じ
て
い
る
。

し
か
し
亡
く
な
る
半
年
位
前
に
は
、
病
の
癒
え
ぬ
苦
し
み
が

｢

さ
び
し
さ｣

の
言
葉
に
現
わ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
最
後
の
投
稿
と
な
っ
た

｢

吾

が
悲
哀｣

の
傍
線
部
は
、
稲
の
葉
の
こ
す
れ
合
う
様
を
友
人
に
見
立
て
、
別
れ
の
さ
び
し
さ
を
込
め
て
い
る
よ
う
だ
。

一
七
二



次
の
引
用
は
、『

文
章
世
界』

の
な
か
で
書
簡
の
往
復
が
一
番
多
く
な
さ
れ
た
加
藤
武
雄

(

冬
海)

の
追
悼
文
で
あ
る
。

断
膓
の
記

相
模
津
久
井
郡
川
尻
村

加
藤

冬
海

語
る
可
き
事
に
も
あ
ら
ず
ま
た
語
り
も
せ
ざ
り
し
か
ど
、
今
兄
に
手
紙
書
く
に
当
り
て
何
と
無
う
語
り
度
き
心
地
す
る
に
何
の
厭
ふ
と
こ

ろ
ぞ
、
あ
は
れ
さ
び
し
き
人
の
世
な
ら
ず
や
よ
し
此
悲
哀
の
来
世
迄
も
又
の
世
迄
も
続
か
ば
つ
ゞ
け
現
在
の
悲
哀
と
苦
悩
と
に
堪
へ
ざ
る

も
の
、
君
よ
わ
れ
は
兄
に
逢
は
ず
し
て
逝
く
べ
き
な
り
、
秋
の
風
、
死
に
て
ゆ
く
身
も
淋
し
き
に
柩
は
あ
け
に
塗
れ
よ
と
ぞ
思
ふ

。

こ
れ
は
五
月
一
四
日
に
落
手
し
た
手
紙
の
一
節
で
あ
る
。(

後
略)

〈

評〉

こ
の
篇
に
書
か
れ
た
悲
痛
な
る
事
実
の
次
第
は
、
わ
が
読
者
は
悉
く
知
つ
て
ゐ
よ
う
。
わ
れ
ら
は
こ
れ
に
つ
い
て
何
事
か
を
言
ふ

べ
く
、
余
り
に
余
裕
が
な
さ
過
ぎ
る
心
境
に
在
る
の
を
悲
し
む
ば
か
り
で
あ
る
。(『

文
章
世
界』

第
三
巻
第
一
二
号

[

明
治
四
一
年
九
月

一
五
日])

加
藤
は
右
の
よ
う
な
死
を
予
感
さ
せ
る
手
紙
を
受
け
取
っ
た
が
、
萩
花
の
悲
し
み
を
知
り
尽
し
た
私
に
は

｢

馬
鹿
な
考
へ
を
起
し
玉
ふ
な｣

と
言
え
な
か
っ
た
こ
と
を
告
白
し
て
い
る
。
そ
し
て
耶
馬
よ
り
手
紙
が
こ
な
い
事
実
に

｢

淋
し
か
ら
う
、
あ
ゝ
私
も
淋
し
い
！｣

と
寂
し
さ

を
吐
露
し
て
い
る
。

小
林
秀
三
と
西
萩
花
に
は
、
田
舎
に
埋
も
れ
た
青
年
と
い
う
共
通
点
が
あ
る
。
秀
三
は
、
家
の
貧
し
さ
か
ら
進
学
で
き
ず
、
萩
花
は
中
央
の

文
壇
に
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
努
力
し
た
が
、
病
の
た
め
に
叶
わ
な
か
っ
た
。
二
人
と
も
無
名
で
あ
り
、
小
林
一
郎
氏
の
指
摘
す
る
よ
う
に
普
通

の
青
年
で
あ
っ
た
。
花
袋
は
普
通
の
青
年
、
事
業
を
成
し
得
ず
に
亡
く
な
っ
た
さ
び
し
い
多
く
の
心
を
書
き
た
か
っ
た
の
だ
。
そ
れ
は
、
自
ら

の
生
い
立
ち
と
重
な
り
他
人
事
で
は
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

『

田
舎
教
師』

に
お
け
る

｢

さ
び
し
さ｣

一
七
三



今
回
、『

田
舎
教
師』

か
ら
窺
え
る

｢

さ
び
し
さ｣

の
分
析
を
中
心
に
論
じ
て
き
た
が
、｢

さ
び
し
い
多
く
の
心｣

と
い
う
に
は
、
も
ち
ろ
ん

小
林
秀
三
・
西
萩
花
の
事
例
を
確
認
し
た
だ
け
で
は
十
分
で
は
な
い
と
考
え
て
い
る
。
二
人
を
含
む
よ
り
広
い
若
者
た
ち
の
動
向
に
関
し
て
は
、

別
稿
を
記
し
た
い
。

注

(

１)
『

田
舎
教
師』
に
登
場
す
る

｢

さ
び
し
さ
／
さ
び
し
い｣

は
、
実
際
に
は

｢

さ
び
し
げ｣

｢

さ
び
し
く｣

等
、
文
脈
に
よ
り
当
然
語
形
は
変
化
し
て
い

る
が
、
こ
こ
で
は
そ
れ
ら
を
一
括
し
て
以
下

｢

さ
び
し
さ｣

と
表
記
す
る
。
本
作
品
に
は
、
全
部
で
七
〇
箇
所
に
使
用
さ
れ
て
い
る
。
表
記
は

(｢

淋

し
さ｣

一
一
例
、｢

寂
し
さ｣

五
例
、｢

さ
び
し
さ｣

五
四
例)

と
な
っ
て
い
る
。

(

２)

小
林
一
郎
氏
は
、『

田
山
花
袋

｢

田
舎
教
師｣

の
モ
デ
ル
日
記
原
文
と
解
読
所
収』

に
お
い
て
、『

田
舎
教
師』

の
主
人
公

｢

林
清
三｣

の
モ
デ
ル
で

あ
る

｢

小
林
秀
三｣

の
日
記
が
行
方
不
明
に
な
っ
て
研
究
に
支
障
を
来
し
、
す
べ
て
臆
測
の
域
か
ら
脱
す
る
事
が
出
来
な
か
っ
た
旨
を
述
べ
て
い
る
。

(

３)

西
萩
花
の
名
前
を
、
花
袋
の

｢

九
州
よ
り｣

に

｢

故

西に
し

萩し
う

花く
わ

君
の
家
に
行
つ
た
こ
と
だ｣

と
あ
り

｢

し
ゅ
う
か｣

と
呼
ん
で
い
た
が
、
正
式

に
は

｢

は
ぎ
か｣

と
読
む
。
萩
花
の
故
郷
、
大
分
県
の
教
育
委
員
会
か
ら
花
袋
記
念
文
学
館
を
訪
ね
て
来
ら
れ
た
方
の
指
摘
に
よ
る
。

(

４)

西
萩
花
の
ペ
ン
ネ
ー
ム
は
、｢

西
萩
花｣

の
他
に

｢

萩
花
狂
郎｣

等
が
あ
る
が
本
稿
で
は
、｢

西
萩
花｣

以
外
は
割
愛
し
た
。
彼
の
作
品
は

『

中
学
世

界』

に
も
渡
っ
て
お
り
、
小
林
一
郎
編
著

『

も
う
一
つ
の
明
治
の
青
春

西
萩
花
遺
稿
集』

(

教
育
出
版
セ
ン
タ
ー
、
一
九
九
二

(

平
成
四)

年
三
月)

に
詳
し
い
。

一
七
四


