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― Abstract ― 2

It is notable that Rigen Kinoshita in Shirakaba-ha （White Burch Society）, who is known as a poet 
today, published novels, short stories,  literary sketches and travellers’  journals around the time 
Shirakaba was first published in April 1910. This aspect of Rigen has hardly been researched. Given 
that, the paper explores what kind of works he actually produced and how they could be evaluated 
and appreciated. In so doing, I would like to shed light on an unknown face of Rigen.

Rigen was born in Okyayama prefecture. When he was five, in the wake of the death of his uncle 
living in Tokyo, who was a viscount, a former Lord of Ashimori, he left his birth parents to move 
to Tokyo, where he was educated at Gakushuin. At the age of 14, by the time he joined Nagizono 
school with its president Nobutsuna Sasaki, he had already started publishing a number of tanka, 
thirty-one syllabled verses such as Kokoronohana.

Okyō published in June 1907 is one of Rigen’s short stories, which was greatly admired by Naoya 
Shiga, who was then an apprentice writer. The work is one of his masterpieces for its completeness 
as a message against wars. A short story followed Okyō titled Banreitou published in October 1907 
has its strong sense of reminiscence about his hometown Ashimori, but it was met by the criticism of 
Naoya Shiga, which Rigen accepted and re-editied accordingly. It is possible to argue that Banreitou 
counts as his masterpiece, Rigen wrote no more novels. 

Rigen published a number of literary sketches such as Futokoro （May 1910）, Kenbutsu （July 1910）, 
Onnano-hito （August 1910）, Nikai （December 1910）, Yama （January 1911）, Ame （July 1911） Yama-asobi 

（November 1911） and Yamano-shuku （March 1912） after Shirakaba was published. What can be 
observed in these works are his literary mastery in his depiction of his loneliness, reminiscent of his 
hometown Ashimori and natural landscapes. After this, Rigen moved on to devoting himself to make 
tanka, which contribute to his fame today as a poet. The paper argues that Rigen as a novelist is 
worth exploring and that this aspect of Rigen should be further explored.

A Study of the Writers and Works of the Shirakaba-ha
（White Burch Society）: The prose works of Rigen Kinoshita 

Miyakoshi Tsutomu
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は
じ
め
に

　

木
下
利
玄
と
い
え
ば
、『
白
樺
』
創
刊
時
（
明
43
・
4
）
か
ら
の
白
樺
派
の
有
力

な
同
人
の
一
人
で
、
今
日
で
は
も
っ
ぱ
ら
歌
人
と
し
て
知
ら
れ
て
い
よ
う
。
な
る

ほ
ど
明
治
三
十
二
年
、
十
四
歳
で
佐
佐
木
信
綱
主
宰
の
竹
柏
会
に
入
門
し
、『
心
の

花
』
や
『
白
樺
』
な
ど
に
多
く
短
歌
を
掲
載
し
、
大
正
十
四
年
に
僅
か
四
十
歳
の

若
さ
で
病
没
す
る
ま
で
そ
の
主
要
な
文
学
上
の
仕
事
は
短
歌
に
あ
り
、
日
本
近
代

文
学
史
の
上
で
も
歌
人
木
下
利
玄
と
し
て
論
じ
ら
れ
評
価
も
さ
れ
て
き
た
。
が
、

本
稿
は
、
思
い
の
ほ
か
利
玄
が
『
白
樺
』
創
刊
前
後
に
小
説
や
小
品
や
紀
行
文
な

ど
の
散
文
を
多
く
執
筆
し
発
表
し
て
い
る
こ
と
に
着
目
し
、
利
玄
の
散
文
作
品
と

は
い
か
な
る
も
の
だ
っ
た
の
か
、
そ
れ
は
い
か
に
評
価
さ
れ
る
も
の
な
の
か
、
と

い
う
こ
れ
ま
で
殆
ど
論
じ
ら
れ
て
来
な
か
っ
た
テ
ー
マ
を
設
定
し
、
そ
こ
か
ら
利

玄
の
知
ら
れ
ざ
る
文
人
と
し
て
の
面
貌
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
目
指
す
も
の
で

あ
る
。

一

　

木
下
利
玄
が
志
賀
直
哉
、
正
親
町
公
和
、
武
者
小
路
実
篤
と
と
も
に
の
ち
の

『
白
樺
』
公
刊
の
母
胎
の
中
核
と
な
る
「
十
四
日
会
」
な
る
文
学
読
み
合
わ
せ
会
を

始
め
た
明
治
四
十
年
に
は
、
短
歌
掲
載
と
併
行
し
て
『
心
の
花
』
一
月
号
に
紀
行

文
と
も
い
え
る
「
花
輪
村
」
を
、
六
月
号
に
小
説
「
お
京
」
を
、
十
月
号
に
小
説

「
萬
霊
塔
」
を
発
表
し
て
い
る
。『
心
の
花
』
は
当
時
の
文
壇
で
も
名
の
通
っ
た
雑

誌
で
、
そ
の
意
味
で
志
賀
や
武
者
小
路
が
習
作
期
に
あ
る
な
か
、
利
玄
が
逸
早
く

文
壇
デ
ビ
ュ
ー
を
果
た
し
て
い
た
と
い
え
る
が
、
上
記
散
文
作
品
の
出
来
栄
え
は

い
か
な
る
も
の
だ
っ
た
の
か
と
い
う
問
題
か
ら
始
め
た
い
。

　

紀
行
文
「
花
輪
村
」
は
、
小
青
と
い
う
ペ
ン
ネ
ー
ム
に
よ
る
も
の
で
、「
余
」

な
る
人
物
の
房
総
半
島
へ
の
一
人
旅
（
元
名
、
大
山
、
金
束
の
峠
を
越
え
花
輪
村

の
川
口
屋
と
い
う
宿
に
泊
ま
り
翌
朝
宿
を
出
発
し
た
）
を
綴
っ
た
も
の
で
あ
る
。

「
余
」
の
孤
独
感
は
全
篇
に
横
溢
し
、
秋
の
紅
葉
し
た
周
囲
の
自
然
も
美
し
く
描
写

さ
れ
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
が
、
い
か
ん
せ
ん
文
語
文
脈
な
の
で
、
明
治
四
十
年

時
点
で
は
近
代
文
学
と
し
て
の
新
し
さ
は
殆
ど
な
か
っ
た
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い

だ
ろ
う
。
た
だ
、
作
中
の
「
余
」
を
木
下
利
玄
と
す
れ
ば
、
利
玄
は
明
治
十
九
年



4

一
月
一
日
に
旧
足
守
藩
主
の
弟
木
下
利
永
、
母
や
す
の
次
男
と
し
て
生
れ
た
が
、

明
治
二
十
三
年
三
月
、
五
歳
の
折
、
伯
父
の
子
爵
木
下
利
恭
が
東
京
の
邸
で
死
去

し
一
門
の
会
議
で
利
玄
を
養
嗣
子
に
す
る
こ
と
が
決
定
さ
れ
た
の
に
伴
い
、
十
一

月
に
は
故
郷
の
足
守
を
去
り
、
そ
れ
以
後
、
実
の
父
母
と
と
も
に
暮
ら
す
こ
と
は

な
か
っ
た
と
い
う
寂
し
い
境
遇
を
鑑
み
る
と
、
僅
か
二
頁
分
の
「
花
輪
村
」
に
漂

う
孤
独
感
や
漂
白
の
思
い
も
味
わ
い
深
い
も
の
と
享
受
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

小
説
「
お
京
」
は
木
下
小
清
の
署
名
に
よ
る
口
語
体
の
も
の
で
あ
る
（
目
次
に

小
説
と
明
記
さ
れ
て
い
る
）。
僅
か
四
頁
少
し
の
短
篇
小
説
で
あ
る
が
、
三
節
構

成
の
う
ち
に
い
わ
ば
対
照
描
法
と
い
う
べ
き
も
の
が
張
り
巡
ら
さ
れ
、
反
戦
の
思

い
と
い
う
テ
ー
マ
が
打
ち
出
さ
れ
て
い
る
。「
一
」
は
、「
十
九
の
お
京
」
が
「
銀

杏
が
へ
し
」
を
「
白
い
手
拭
」
に
隠
し
て
、「
雲
雀
」
が
囀
る
な
か
、
そ
の
手
に

「
鍬
」
を
持
っ
て
畑
打
ち
仕
事
を
し
て
い
る
こ
と
か
ら
始
め
て
い
る
。
そ
し
て
周
囲

の
「
連
翹
」
と
「
菜
の
花
」
が
「
黄
を
争
つ
て
居
る
」
と
し
、「
同
じ
黄
色
な
春
の

花
で
も
菜
種
は
陽
気
で
赤
い
襷
が
け
の
気
軽
な
茶
摘
女
、
連
翹
は
少
し
陰
気
で
お

と
な
し
く
お
経
を
読
む
尼
君
の
風
が
あ
る
。
お
京
は
菜
の
花
の
や
う
な
姿
で
連
翹

の
様
な
気
持
で
居
る
」（
傍
線
は
引
用
者
、
以
下
同
様
）
と
春
四
月
の
植
物
を
擬
人

化
、
比
喩
し
、
お
京
が
「
出
征
軍
人
の
新
し
い
妻
で
あ
る
」
と
い
う
文
に
繋
げ
て

い
る
。
そ
し
て
去
年
の
秋
に
夫
が
補
充
兵
で
召
集
さ
れ
た
頃
の
事
が
描
写
さ
れ
、

そ
の
出
征
の
前
の
晩
、
お
京
は
夫
に
無
事
の
帰
還
を
願
い
、
夫
は
残
し
て
い
く
お

京
に
情
を
込
め
て
達
者
で
い
て
く
れ
と
だ
け
言
っ
た
の
で
あ
る
。「
遠
く
で
吠
え

る
犬
の
声
」
は
戦
闘
を
暗
示
し
、
欅
の
梢
に
高
く
「
寒
月
」
が
懸
か
っ
て
「
冷
た

い
光
」
で
輝
い
て
い
る
の
は
若
い
夫
婦
の
行
く
末
の
不
安
さ
を
象
徴
し
て
い
る
か

に
読
み
取
れ
る
。
ま
た
、
翌
朝
の
村
の
衆
と
停
車
場
ま
で
送
っ
て
行
く
シ
ー
ン
で

は
、
お
京
は
軍
人
の
妻
な
れ
ど
も
別
れ
の
辛
さ
が
あ
り
、
夫
が
丈
夫
で
帰
っ
て
貰

い
た
い
と
内
心
思
い
、
既
に
出
征
し
て
戦
死
し
功
名
を
得
た
軍
人
（
要
さ
ん
）
の

妻
で
あ
る
お
か
ね
さ
ん
と
二
つ
に
な
る
児
の
身
の
上
を
気
の
毒
に
思
う
の
で
あ
っ

た
。
暫
し
の
回
想
か
ら
畑
打
ち
仕
事
の
現
在
時
に
戻
り
、「
一
ひ
ら
の
雲
」
が
日
に

か
か
り
、
お
京
の
影
、
木
の
影
、
草
の
影
な
ど
が
一
時
に
消
え
る
さ
ま
を
描
き
、

雲
雀
の
歌
も
暫
し
途
絶
え
た
と
結
ん
で
い
る
。「
二
」
は
、
お
京
の
夫
順
吉
に
焦
点

を
当
て
る
。
女
房
思
い
の
優
し
い
順
吉
だ
っ
た
が
、
兵
営
に
い
て
出
征
の
命
令
を

待
つ
間
に
心
変
わ
り
が
し
て
来
る
。
順
吉
の
心
の
中
に
「
二
人
の
ま
る
で
性
分
の

違
つ
た
兄
弟
が
居
て
日
毎
争
ふ
」
と
い
う
。
一
人
は
、「
明
日
知
ら
ぬ
命
な
ら
ば
命

あ
る
今
日
快
楽
に
耽
ら
う
」
と
い
う
誘
惑
に
負
け
ず
「
正
し
い
道
を
あ
る
け
」
と

い
う
も
の
で
お
京
の
幻
が
助
け
る
が
、
他
の
一
人
は
、「
息
あ
る
今
日
は
迷
へ
、
迷

う
て
楽
し
め
」
と
い
う
多
く
の
男
た
ち
に
つ
く
も
の
で
、
つ
い
に
は
後
者
の
銘
酒

屋
の
酒
に
酔
い
、
蓮
葉
な
女
と
戯
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
っ
た
。
こ

こ
は
順
吉
の
心
中
の
相
反
す
る
思
い
の
葛
藤
、
対
照
を
捉
え
て
、
幻
が
現
実
に
屈

服
す
る
さ
ま
を
描
い
て
い
る
。「
三
」
は
、「
一
」
の
ほ
ぼ
一
年
後
、「
二は

た
ち十

の
お

京
」
が
縁
側
で
縫
物
仕
事
を
し
て
い
る
こ
と
か
ら
始
め
て
い
る
。
雨
上
が
り
の
う

ら
ら
か
な
日
が
乱
れ
た
お
京
の
「
丸
髷
」
を
照
ら
し
、
周
囲
に
は
「
木ぼ

瓜け

の
朱
色

の
花
」、「
虻
」
の
眠
そ
う
な
鳴
き
声
、
隣
の
「
沈
丁
花
の
強
い
匂
」
が
あ
り
、
雲

の
な
い
碧
い
大
空
が
広
が
っ
て
い
る
。
が
、
そ
れ
と
は
対
照
的
に
「
お
京
は
淋
し

い
思
に
な
る
」
と
い
う
の
で
あ
る
。
日
本
が
露
西
亜
に
勝
ち
、
順
吉
は
無
事
帰
還

し
た
も
の
の
、「
放
逸
の
癖
」
が
取
れ
ず
、「
出
征
前
の
体
を
以
て
帰
つ
た
が
、
出

征
前
の
心
は
失
つ
て
居
る
」
と
す
る
。
順
吉
の
田
は
「
鋤
」
も
入
れ
ず
、
蓮
華
草

の
咲
く
に
任
せ
て
あ
る
。
お
京
に
も
優
し
く
は
な
い
。
夫
を
失
っ
て
い
る
お
か
ね

さ
ん
は
「
哭
い
て
ゐ
る
」
が
、
夫
を
迎
え
得
た
お
京
も
「
泣
い
て
居
る
」
の
だ
。

春
の
日
あ
し
は
長
く
、「
垣
根
は
高
い
桃
の
影
が
椽
側
に
映
つ
て
お
京
の
膝
に
も

一
枝
の
つ
て
居
る
」
で
締
め
括
ら
れ
て
い
る
。

　

利
玄
に
反
戦
、
厭
戦
の
思
い
が
早
く
か
ら
あ
っ
た
こ
と
は
、
明
治
三
十
四
年
四

月
の
『
輔
仁
会
雑
誌
』
に
掲
載
さ
れ
た
「
雪
の
日
に
北
京
城
の
兵
士
を
思
ふ
（
即

題
）」
を
徴
し
て
み
れ
ば
明
ら
か
で
あ
る
。「
わ
れ
」（
利
玄
）
は
使
用
人
の
兄
が
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五
師
団
の
兵
士
と
し
て
未
だ
北
京
に
残
っ
て
い
る
の
を
思
い
出
し
、
消
息
を
問
う

と
、「
此
頃
は
寒
さ
き
び
し
く
、
雪
や
け
に
て
指
耳
な
ど
を
失
ふ
人
さ
へ
あ
り
。
と

云
ひ
こ
し
ぬ
」
と
返
答
が
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
兵
士
た
ち
を
思
い
、「
故
里
の
野
ら

に
鍬
取
り
し
日
を
忍
び
も
し
つ
ら
む
」、「
残
し
置
き
し
妻
子
を
慕
ひ
し
事
も
あ
り

な
む
」
な
ど
と
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
ベ
ー
ス
と
な
り
、
出
征
兵
士
が
酒

色
に
耽
る
ケ
ー
ス
が
多
い
と
い
う
こ
と
を
の
ち
に
知
り
、
あ
と
は
、
一
篇
の
小
説

と
し
て
い
か
に
構
成
し
表
現
す
る
か
が
問
題
で
、
そ
の
実
践
と
な
っ
た
の
が
「
お

京
」
で
あ
る
と
し
て
も
い
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
「
お
京
」
に
つ
い
て
は
佐
佐
木
信
綱
の
計
ら
い
も
あ
り
、）

1
（

発
表
の

翌
月
の
『
心
の
花
』（
明
40
・
7
）
に
「「
お
京
」
を
よ
む
」
と
し
て
五
名
の
評
が

掲
載
さ
れ
た
。「
登
毛
」（
志
賀
直
哉
）
は
、「
総
体
に
欠
点
の
な
い
、
よ
く
マ
ト

0

0

マ
ツ
タ

0

0

0

作
で
、
象
牙
彫
の
小
さ
な
人
形
を
見
る
や
う
で
あ
る
」（
傍
点
は
登
毛
）、

「
欠
点
の
な
い
の
が
欠
点
」、「
兎
に
角
「
お
京
」
は
木
下
君
の
処
女
作
に
し
て
同

時
に
傑
作
の
一
つ
と
な
る
も
の
で
あ
ら
う
」
と
激
賞
し
た
。「
K
O 

生
」（
正
親
町

公
和
）
は
、「
お
京
の
憐
れ
な
姿
」
を
も
っ
と
出
し
て
欲
し
か
っ
た
の
に
、「
四
辺

の
春
景
」
と
い
う
「
背
景
」
が
「
出
し
や
ば
り
過
ぎ
た
か
ら
物
足
り
な
い
の
か
と

思
ふ
」
と
批
判
し
つ
つ
も
、「
木
下
君
は
大
概
春
の
歌
ば
か
り
詠
む
で
居
た
が
更

に
小
説
に
筆
を
染
め
て
而
か
も
処
女
作
に
か
ゝ
る
佳
作
を
出
さ
れ
た
の
は
余
も
亦

君
と
共
に
喜
ぶ
次
第
で
あ
る
」
と
し
た
。「
無
生
」（
武
者
小
路
実
篤
）
は
、「
材
」

（
背
景
に
戦
争
）
は
「
深
刻
」
に
な
り
得
る
も
の
で
あ
る
が
、「
お
京
」
は
「
深
刻

な
作
」
で
は
な
い
、「
美
し
い
小
説
」
を
書
い
て
し
ま
い
、「
人
の
心
を
「
え
ぐ
る
」

こ
と
の
出
来
な
か
つ
た
こ
と
を
惜
く
思
は
ざ
る
を
得
な
い
」、「
実
際
自
分
は
お
京

を
読
ん
で
心
地
よ
く
美
し
く
思
つ
た
、
し
か
し
お
京
に
同
情
は
し
た
が
泣
く
こ
と

は
出
来
な
か
つ
た
」
と
辛
口
の
評
を
し
た
。「
刀
畔
」（
高
橋
刀
畔
・
竹
柏
会
の
一

員
）
は
、「
情
景
と
も
に
備
は
り
て
、
敬
服
の
外
無
之
候
」
と
し
、「
簡
に
し
て
潔
、

一
巻
の
水
彩
画
を
展
べ
し
如
く
、
短
詩
の
才
あ
る
者
に
あ
ら
ず
ん
ば
能
は
ざ
る
所

と
首
綮
か
れ
申
候
」
と
し
た
。「
椎
の
實
」（
竹
柏
会
の
一
員
だ
ろ
う
）
は
、「
流
行

の
嗽
石
式
の
文
体
を
、
是
等
は
能
く
ま
な
ん
だ
も
の
で
、
文
章
の
だ
れ
ぬ
所
が
気

が
利
い
て
居
り
ま
す
」
と
し
、「
好
い
と
思
つ
た
句
」
を
五
ヶ
所
引
用
し
て
い
る
。

　

一
方
に
志
賀
な
ど
の
激
賞
あ
り
、
一
方
に
武
者
小
路
な
ど
の
美
し
い
が
物
足
り

な
い
と
い
う
評
が
あ
る
が
、
私
見
で
は
、
お
京
、
順
吉
の
人
物
造
形
に
深
み
が
足

り
ぬ
と
感
じ
る
も
の
の
、
志
賀
評
を
少
し
割
り
引
い
て
も
、
そ
の
文
章
表
現
と
構

成
の
卓
抜
さ
か
ら
、
纏
ま
り
の
あ
る
好
短
篇
だ
っ
た
と
し
た
い
。

　

利
玄
の
小
説
二
作
目
で
あ
る
「
萬
霊
塔
」
は
、
木
下
小
青
の
作
と
し
て
『
心
の

花
』
明
治
四
十
年
十
月
号
の
巻
頭
に
掲
載
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
が
、
利
玄
の
小

説
作
品
と
し
て
は
最
後
の
も
の
に
な
っ
た
。
こ
れ
は
い
か
な
る
事
情
に
よ
る
の
か

と
考
え
て
み
る
と
、
今
日
で
は
、「
萬
霊
塔
」
の
生
原
稿
が
残
さ
れ
て
い
て
、
志

賀
の
「
萬
霊
塔
」
に
対
す
る
批
評
、
直
し
の
要
求
を
書
い
た
原
稿
が
志
賀
全
集
に

収
録
さ
れ
、）

2
（

紅
野
敏
郎
の
全
集
後
記
に
よ
れ
ば
「
利
玄
の
原
稿
の
修
正
部
分
は
朱

字
で
書
か
れ
て
い
る
が
、
志
賀
の
指
摘
は
か
な
り
採
用
さ
れ
て
い
る
」
と
の
こ
と

で
、
こ
の
辺
の
事
情
か
ら
、
利
玄
が
こ
の
作
以
降
小
説
を
書
か
な
く
な
っ
た
と
推

測
さ
れ
る
。
志
賀
の
多
く
の
修
正
要
求
に
素
直
に
従
っ
た
も
の
と
い
う
裏
事
情
が

あ
っ
た
に
せ
よ
、「
萬
霊
塔
」
の
作
者
は
あ
く
ま
で
利
玄
で
あ
り
、
小
説
と
し
て
の

出
来
栄
え
な
ど
を
論
じ
る
こ
と
で
見
え
て
来
る
も
の
を
闡
明
に
し
た
い
と
思
う
。

　

こ
の
作
は
世
に
殆
ど
知
ら
れ
て
い
な
い
作
品
な
の
で
、
そ
の
内
容
の
あ
ら
ま
し

を
紹
介
す
る
こ
と
か
ら
始
め
た
い
。
そ
の
際
、
志
賀
の
修
正
要
求
に
従
っ
た
と
見

ら
れ
る
箇
所
に
は
波
線
を
付
し
て
お
い
た
。
作
中
の
「
余
」（
そ
の
名
は
幸
三
）

は
、
初
冬
に
近
い
秋
の
日
に
、
里
子
に
出
さ
れ
た
長
浜
村
を
「
七
つ
」
の
折
に
去

り
東
京
の
家
に
戻
っ
た
の
だ
が
、
そ
れ
以
降
、「
十
の
夏
」、「
十
四
の
夏
」、「
十
七

の
春
」、「
二
十
一
の
秋
」
と
長
浜
村
を
訪
れ
、
今
ま
た
「
七
年
」
ぶ
り
に
昔
と
変

わ
ら
ぬ
こ
の
長
浜
村
の
雲
松
寺
界
隈
を
訪
れ
た
の
で
あ
る
。
折
々
の
忘
れ
ら
れ
な

い
思
い
出
を
回
想
し
、
ま
た
今
現
在
時
の
こ
と
も
挿
入
し
て
描
く
と
い
う
形
式
を
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採
っ
て
い
る
。「
七
つ
」
の
別
れ
の
折
は
、
乳
母
（
ば
あ
や
）
と
そ
の
一
人
娘
で

あ
る
き
た
坊
（
父
を
亡
く
し
て
い
て
可
哀
想
に
思
い
自
分
の
妹
の
よ
う
に
思
っ
て

い
た
）
と
の
別
れ
が
辛
く
、
秋
の
僧
堂
裏
の
公
孫
樹
の
黄
色
の
葉
が
散
っ
て
乳
母

の
帯
の
結
び
目
に
か
か
っ
て
い
た
の
を
今
で
も
よ
く
覚
え
て
い
る
と
い
う
。「
十

の
夏
」
は
、
乳
母
の
村
の
者
が
東
京
を
訪
れ
た
際
、
急
に
乳
母
に
会
い
た
く
な

り
、
母
上
の
お
許
し
も
出
た
の
で
、
そ
の
人
に
連
れ
ら
れ
、
学
校
の
夏
休
み
に
長

浜
村
を
訪
れ
た
の
だ
っ
た
。
お
盆
で
、
き
た
坊
と
盆
踊
り
（
女
子
衆
の
赤
い
帯
と

若
い
者
の
赤
い
草
履
が
目
に
つ
い
て
羨
ま
し
か
っ
た
）
を
見
、
そ
の
翌
日
の
朝
涼

の
間
に
乳
母
に
連
れ
ら
れ
雲
松
寺
の
裏
山
に
あ
る
き
た
坊
の
お
父
さ
ん
の
お
墓
詣

を
し
（
黄
色
と
白
色
の
夏
菊
を
竹
筒
に
挿
し
た
）、
先
に
仲
好
し
の
一
人
だ
っ
た

正
念
さ
ん
と
出
遭
い
、
乳
母
だ
け
先
に
帰
っ
て
、
暫
し
遊
ん
で
い
る
と
、
正
念
さ

ん
の
兄
弟
子
の
二
人
が
僧
堂
裏
の
青
桐
に
小
刀
で
い
た
ず
ら
書
き
を
し
て
こ
ち
ら

を
見
て
笑
っ
て
い
た
が
、
見
れ
ば
相
合
傘
に
お
き
た
幸
三
と
並
べ
て
書
い
て
あ
っ

た
。「
僕
」（
回
想
の
中
の
「
余
」
は
こ
う
表
記
さ
れ
て
い
る
）
は
、
正
念
さ
ん
も

見
て
笑
っ
て
い
る
意
味
が
判
ら
な
か
っ
た
。「
余
」
は
雲
松
寺
の
十
五
段
の
石
段

を
登
り
、
か
な
り
の
高
さ
が
あ
っ
て
街
道
か
ら
も
海
岸
か
ら
も
見
え
る
萬
霊
塔
を

「
余
が
幼
馴
染
で
あ
る
」、「
村
の
主
」
の
よ
う
な
存
在
だ
と
幼
心
に
覚
え
て
い
た
。

今
、
そ
の
萬
霊
塔
を
見
て
、
当
年
の
長
浜
村
に
い
た
「
余
」
に
な
る
よ
う
な
心
持

が
し
た
の
で
あ
っ
た
。「
十
四
の
夏
」
は
、
こ
れ
も
学
校
の
夏
休
み
で
、
中
学
二

年
に
な
っ
て
い
た
の
で
一
人
で
長
浜
村
を
訪
れ
た
。
す
ぐ
友
達
は
出
来
た
が
、
雲

松
寺
の
境
内
で
遊
ん
で
い
る
と
突
然
の
大
雨
と
な
り
、
き
た
坊
が
「
兄
さ
ま
御
飯

よ
、」
と
言
っ
て
傘
を
持
っ
て
迎
え
に
来
て
く
れ
た
が
、
二
人
を
か
ら
か
う
子
が
い

て
、「
僕
」
は
き
た
坊
を
残
し
、
雨
の
中
を
濡
れ
て
駆
け
出
し
た
。
雷
が
鳴
る
。
き

た
坊
が
雷
を
大
嫌
い
な
の
を
思
い
出
し
、
き
た
坊
を
残
し
て
来
た
の
を
ひ
ど
い
こ

と
を
し
た
と
思
っ
て
い
る
と
、
き
た
坊
が
裸
足
に
な
っ
て
傘
を
斜
に
小
走
り
で
後

を
追
っ
て
駈
け
て
来
た
。
き
た
坊
の
手
を
取
っ
て
、
堪
忍
し
て
お
く
れ
と
詫
び
た
。

翌
日
、
家
の
庭
に
一
輪
の
姫
百
合
が
咲
い
た
の
だ
が
、
雲
松
寺
に
何
気
な
く
一
人

で
行
き
、
桐
の
木
の
相
合
傘
の
意
味
が
朧
気
に
判
り
、
家
の
庭
の
物
干
し
の
竿
に

濡
れ
た
「
僕
」
の
着
物
と
き
た
坊
の
着
物
が
か
け
て
あ
っ
て
、「
き
た
坊
の
赤
い

つ
け
紐
と
僕
の
白
い
つ
け
紐
が
結
ん
で
あ
る
」
の
が
目
に
つ
き
、
そ
の
二
つ
が
溶

け
合
っ
た
ほ
ど
の
桃
色
が
「
僕
」
の
心
を
染
め
て
「
恋
と
は
知
ら
ぬ
恋
」
と
な
っ

た
。
周
囲
は
雨
後
の
地
面
か
ら
陽
炎
が
た
っ
て
、
朝
な
が
ら
日
ざ
し
が
強
か
っ
た

事
ま
で
、
こ
の
時
の
事
は
ハ
ッ
キ
リ
覚
え
て
い
る
。「
余
」
は
寺
の
山
門
を
入
る

と
、
赤
蜻
蛉
が
五
つ
六
つ
飛
ん
で
い
て
、「
さ
び
た
浄

じ
や
う

舎し
や

の
秋
に
、
い
さ
ゝ
か
の

艶
を
色
ど
つ
て
」
飛
ん
で
い
た
。「
十
七
の
春
」
は
、
き
た
坊
は
十
四
に
な
る
の

で
さ
ぞ
娘
ら
し
く
な
っ
て
い
る
に
違
い
な
い
と
思
っ
て
い
た
が
、
逢
っ
て
み
る
と

思
っ
た
に
増
し
て
大
人
び
て
い
て
、
髪
は
桃
割
れ
に
結
っ
て
「
丈
長
を
白
く
か
け

て
銘
仙
の
袷
に
赤
い
帯
を
お
太
鼓
に
結
ん
で
」
高
く
背
負
い
、「
僕
」
を
見
て
は

に
か
み
な
が
ら
お
辞
儀
を
し
た
の
で
あ
っ
た
。
き
た
坊
の
眼
と
「
僕
」
の
眼
が
合

う
と
、「
僕
」
は
眼
を
そ
ら
し
て
し
ま
い
、
庭
を
見
る
と
山
吹
の
早
咲
き
が
春
の

夕
日
を
受
け
、「
思
は
あ
れ
ど
云
ひ
得
ぬ
を
悩
む
や
う
に
見
え
る
」
の
で
あ
っ
た
。

翌
日
、
乳
母
と
き
た
坊
と
「
僕
」
の
三
人
は
隣
村
の
薬
師
様
へ
詣
で
た
。
道
中
に

は
、
蓮
華
草
、
黄
色
い
菜
の
花
畑
、
青
い
麦
の
畑
が
あ
り
、
空
高
く
鳴
く
雲
雀
か

ら
見
た
ら
、「
黄
青
紫
に
染
め
分
け
た
毛
氈
」
の
上
を
「
帯
の
黒
い
乳
母
」
と
「
丈

長
の
白
い
き
た
坊
」
と
「
紺
絣
の
僕
」
と
が
「
遅
々
た
る
歩
み
を
運
ぶ
と
見
え
や

う
」
と
表
現
し
て
い
る
。「
僕
」
と
き
た
坊
の
会
話
も
あ
る
が
、
互
い
に
も
う
昔
の

よ
う
な
無
邪
気
さ
は
な
く
な
っ
て
い
た
。
今
現
在
の
雲
松
寺
の
境
内
の
静
け
さ
が

描
か
れ
挿
入
さ
れ
る
。「
十
八
の
秋
」
か
ら
「
僕
」
は
仙
台
の
高
等
学
校
に
入
り
、

勤
倹
尚
武
を
標
榜
す
る
学
生
仲
間
に
入
っ
た
の
で
、
き
た
坊
や
乳
母
と
の
手
紙
の

往
復
も
思
い
も
よ
ら
ず
、
夏
休
み
も
こ
こ
長
浜
村
に
は
足
が
向
か
な
か
っ
た
。「
二

十
一
の
秋
」、
文
科
大
学
に
入
っ
た
「
僕
」
は
長
浜
村
を
訪
れ
る
が
、
乳
母
の
家

の
前
で
親
子
の
巡
礼
が
京
の
清
水
の
御
詠
歌
を
歌
っ
て
は
鉦
を
叩
き
、
次
い
で
六
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波
羅
の
御
詠
歌
を
歌
っ
て
い
て
、
そ
の
無
常
の
節
が
無
常
の
秋
に
寂
し
く
ふ
る
え

た
。
乳
母
は
村
端
の
小
さ
い
家
に
引
っ
越
し
て
い
て
老
け
込
ん
で
い
た
。
き
た
坊

は
東
京
に
出
た
が
っ
て
い
た
が
、
父
方
の
従
兄
の
世
話
で
今
は
京
の
今
出
川
に
い

る
と
い
う
。
そ
の
夜
は
、
寝
つ
か
れ
ず
、
蟋
蟀
の
鳴
き
声
、
遠
く
波
の
音
、
松
風

の
声
が
幽
か
に
響
き
、
そ
の
寂
寥
は
今
思
い
出
し
て
も
気
が
滅
入
る
よ
う
だ
。
そ

の
翌
年
の
初
秋
、
乳
母
は
亡
く
な
っ
た
と
い
う
知
ら
せ
が
あ
り
、
涙
ぐ
ん
だ
。
思

い
出
の
中
心
は
、
き
た
坊
と
「
僕
」
の
「
恋
」
に
あ
り
、「
い
ま
秋
風
の
十
一
月
、

余
は
そ
の
相
合
傘
の
青
桐
の
下
」
に
立
っ
て
い
る
。
そ
の
後
の
き
た
坊
は
京
都
で

さ
る
人
に
縁
づ
い
た
と
聞
き
、
庭
で
張
り
物
を
す
る
姿
、
あ
る
い
は
針
仕
事
に
疲

れ
庭
に
眼
を
や
れ
ば
菊
が
散
っ
て
い
る
だ
ろ
う
と
想
像
す
る
。「
余
」
は
こ
の
冬
か

ら
文
学
研
究
の
た
め
に
英
吉
利
へ
行
く
。
英
吉
利
に
行
っ
て
も
、
日
本
が
恋
し
く

な
っ
た
ら
、
こ
の
萬
霊
塔
と
青
桐
を
思
い
出
す
だ
ろ
う
。
長
浜
村
の
秋
は
以
前
と

変
わ
ら
ず
暮
れ
る
が
、
人
間
は
年
毎
に
様
を
変
え
、
所
を
変
え
る
。
百
舌
が
け
た

た
ま
し
く
鳴
い
て
、
秋
の
日
は
暮
れ
近
い
。

　

雑
誌
で
正
味
十
一
頁
分
の
小
説
な
の
で
、
こ
れ
で
も
コ
ン
パ
ク
ト
に
そ
の
梗
概

を
纏
め
た
つ
も
り
で
あ
る
。
作
中
の
主
人
公
「
余
」
は
里
子
に
出
さ
れ
、
そ
の
乳

母
の
娘
き
た
坊
と
相
思
相
愛
の
関
係
に
あ
っ
た
の
だ
が
、
別
々
の
人
生
を
辿
る
運

命
に
あ
り
、
そ
れ
が
多
少
セ
ン
チ
メ
ン
タ
ル
に
描
か
れ
た
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
も

の
の
、
作
中
に
鏤
め
ら
れ
た
色
彩
の
豊
か
さ
が
あ
る
種
の
浪
漫
性
を
醸
し
出
し
て

い
る
だ
ろ
う
。
作
者
利
玄
と
作
中
の
「
余
」
と
は
イ
コ
ー
ル
で
は
結
べ
な
い
が
、

仔
細
に
考
察
す
れ
ば
、
結
べ
る
要
素
も
あ
る
と
し
た
い
。
利
玄
に
里
子
に
出
さ
れ

た
形
跡
は
な
い
が
、
伯
爵
家
の
友
人
正
親
町
公
和
に
は
里
子
に
出
さ
れ
た
経
験
が

あ
り
、
そ
れ
を
借
用
し
、
岡
山
県
賀
陽
郡
（
の
ち
吉
備
郡
）
足
守
町
で
生
ま
れ
育

ち
、
子
爵
木
下
家
の
都
合
で
、
五
歳
に
し
て
東
京
に
移
っ
た
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、

故
郷
へ
の
思
い
は
強
く
懐
か
し
も
の
だ
っ
た
に
相
違
な
い
。「
萬
霊
塔
」
の
舞
台
と

な
る
長
浜
村
と
は
ど
こ
な
の
か
。
同
じ
岡
山
県
の
邑
久
郡
に
長
浜
村
と
い
う
の
が

存
在
し
た
。
明
治
八
年
に
奥
浦
村
と
小
津
村
が
合
併
し
て
長
浜
村
と
な
り
、
明
治

二
十
二
年
に
単
独
村
制
、
以
後
昭
和
二
十
九
年
に
近
隣
の
町
村
と
合
併
し
て
牛
窓

町
と
な
り
、
現
在
は
瀬
戸
内
市
と
な
っ
て
い
る
。
牛
窓
港
や
錦
海
湾
に
近
い
海
辺

の
村
落
で
あ
る
。
志
賀
は
「
萬
霊
塔
」
の
生
原
稿
で
読
ん
で
、「
一
体
高
浜
村
と
は

何
所
で
す
か
、
参
謀
本
部
の
地
図
に
も
な
い
と
思
つ
て
余
り
勝
手
に
な
さ
つ
て

は
」
と
注
意
を
与
え
て
い
た
。
こ
の
「
高
浜
村
」
を
実
在
す
る
「
長
浜
村
」
に
改

変
し
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
こ
こ
に
は
金
剛
頂
寺
や
本
蓮
寺
や
妙
福
寺
観
音
院

が
あ
る
。
多
少
の
改
変
が
あ
っ
て
も
、
こ
の
小
説
の
舞
台
が
岡
山
県
邑
久
郡
長
浜

村
を
想
定
し
て
い
た
と
す
れ
ば
、
利
玄
に
は
土
地
勘
が
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
し
、
ま

た
故
郷
へ
の
思
い
の
強
さ
の
反
映
と
見
る
こ
と
も
可
能
と
な
る
。
ま
た
、
作
中
の

き
た
坊
は
幼
少
時
の
利
玄
の
幼
馴
染
の
あ
る
女
児
が
モ
デ
ル
と
も
考
え
ら
れ
る

が
、
作
中
の
相
合
傘
を
重
視
す
れ
ば
、
執
筆
時
の
明
治
四
十
年
に
お
け
る
利
玄
の

思
い
人
を
そ
の
モ
デ
ル
に
想
定
す
る
こ
と
も
可
能
と
な
る
。
と
い
う
の
は
、
木
下

利
玄
日
記
の
明
治
四
十
年
八
月
二
十
二
日
の
項
に
、「
は
な
れ
の
十
畳
に
な
ら
ん

で
寝
て
蚊
張
の
中
で
二
人
の
恋
を
語
り
あ
ひ
吾
々
は
ど
う
す
れ
バ
よ
い
か
を
話
合

ふ
「
半
月
と

長
　
小
青
と

い
ち
」
二
時
迄
は
な
す
」
と
あ
っ
て
、
そ
の
表
記
の
あ
り
よ
う
か
ら
相

合
傘
を
連
想
さ
せ
る
か
ら
で
あ
る
。「
半
月
」
と
は
直
哉
、「
長
」
と
は
「
大
津
順

吉
」（『
中
央
公
論
』、
大
元
・
9
）
の
千
代
の
モ
デ
ル
の
岡
野
長
で
あ
り
、「
小
青
」

と
は
利
玄
、「
い
ち
」
と
は
国
広
い
ち
（
志
賀
日
記
明
治
四
十
年
八
月
二
十
二
日
の

項
に
「
木
下
に
国
広
氏
の
話
を
聞
き
同
君
の
家
に
一
泊
」
と
あ
る
が
、「
国
広
い

ち
」
の
詳
細
は
不
明
）
で
あ
る
。
と
も
あ
れ
、「
萬
霊
塔
」
は
、
実
の
父
母
に
早
く

引
き
離
さ
れ
、
生
れ
故
郷
を
喪
失
し
た
孤
独
な
利
玄
の
側
面
も
う
か
が
え
る
秀
作

で
あ
っ
た
。
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二

　

明
治
四
十
三
年
四
月
の
『
白
樺
』
創
刊
以
降
の
利
玄
の
散
文
作
品
に
つ
い
て
考

察
し
て
い
き
た
い
。

　

僅
か
正
味
一
頁
分
の
「
ふ
と
こ
ろ
」
は
、「
小
品
六
篇
」（『
白
樺
』、
明
43
・
5
）

の
う
ち
の
一
篇
で
あ
る
。
作
中
の
自
分
は
温
泉
か
ら
上
が
り
、
床
の
中
に
身
を
埋

め
て
う
っ
と
り
し
て
い
る
と
、
隣
室
か
ら
子
供
の
泣
く
声
と
お
母
さ
ん
の
そ
れ
を

す
か
す
声
が
聞
え
、
や
が
て
「
ぼ
ん
や
り
し
て
い
る
自
分
の
心
に
、
お
母
さ
ん
の

肌
に
暖
め
ら
れ
て
居
た
時
分
の
、
あ
の
遠
い
、
ほ
の
か
な
気
持
ち
が
、
し
つ
と
り

流
れ
た
」
の
で
あ
つ
た
。
自
分
は
幼
い
頃
の
自
分
に
な
り
、
お
母
さ
ん
の
懐
で
泣

い
て
い
る
。
今
の
自
分
も
泣
い
て
い
る
。
隣
室
の
子
供
が
泣
く
の
を
や
め
る
と
、

自
分
も
泣
く
の
を
や
め
た
。
お
母
さ
ん
は
自
分
の
頰
に
接
吻
し
た
。
そ
れ
か
ら
お

母
さ
ん
は
子
守
唄
を
「
な
つ
か
し
い
声
」
で
唄
う
。
こ
の
唄
に
つ
れ
て
自
分
の
心

は
お
母
さ
ん
の
「
乳
の
あ
る
柔
い
懐
」
に
溶
け
入
る
よ
う
に
思
わ
れ
、
そ
う
し
て
、

「
や
す
ら
か
な
夢
路
」
に
入
っ
た
。
一
つ
の
子
守
唄
を
聞
い
て
寝
た
の
は
隣
室
の
子

供
と
自
分
と
で
あ
っ
た
。
以
上
の
よ
う
な
散
文
詩
的
小
品
文
は
利
玄
の
成
育
事
情

を
知
っ
て
い
て
こ
そ
、
そ
の
味
わ
い
も
高
ま
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
利
玄
は
五
歳

ま
で
足
守
に
い
た
が
、
家
族
と
別
れ
て
東
京
に
養
子
と
し
て
出
さ
れ
、
利
玄
が
六

歳
の
時
に
生
母
や
す
は
故
郷
で
死
去
し
た
の
だ
っ
た
。
こ
の
小
品
文
は
、
温
泉
宿

の
襖
一
つ
隔
て
た
隣
室
で
泣
く
子
供
と
自
分
が
一
体
化
し
、
隣
室
の
母
も
幼
く
し

て
別
れ
た
実
母
と
重
な
っ
て
懐
か
し
み
、
そ
の
「
ふ
と
こ
ろ
」
で
や
す
ら
か
な
眠

り
に
就
く
と
い
う
、
ほ
ん
わ
か
と
し
た
情
感
に
溢
れ
た
佳
品
と
な
っ
て
い
る
。

　

五
頁
分
の
小
品
「
見
物
」（『
白
樺
』、
明
43
・
7
）
は
、
四
十
八
年
ぶ
り
に
中

国
地
方
の
旧
城
下
の
在
所
（
足
守
と
し
て
い
い
）
か
ら
東
京
へ
出
て
来
た
今
年
六

十
五
に
な
る
荒
木
老
人
（
十
八
ま
で
麻
布
広
尾
の
藩
邸
に
仕
え
て
い
た
）
を
自
分

（
利
玄
と
し
て
い
い
）
が
、
春
ら
し
い
日
に
東
京
見
物
案
内
を
し
た
も
の
で
あ
る
。

老
人
は
、
上
野
で
愛
用
の
住
吉
の
煙
管
を
買
い
、
発
明
品
博
覧
会
（
明
治
四
十
二

年
四
月
に
開
催
し
て
い
る
）
よ
り
も
博
物
館
が
見
た
い
と
言
っ
た
の
で
そ
こ
へ
行

く
と
数
多
く
の
陳
列
品
中
、
刀
剣
類
に
関
心
を
持
っ
た
の
で
あ
り
、
浅
草
で
は
牛

肉
屋
は
好
か
な
い
と
い
い
、
日
本
料
理
屋
で
蓄
音
器
か
ら
流
れ
る
端
唄
や
義
太
夫

に
「
え
ー
な
あ
！
」
と
悦
に
入
り
晩
酌
を
楽
し
み
、
活
動
写
真
で
は
西
洋
の
も
の

は
好
ま
ず
、
こ
こ
で
自
分
と
は
ぐ
れ
て
し
ま
っ
た
。
自
分
は
浅
草
を
あ
ち
こ
ち
と

老
人
を
捜
す
が
見
つ
か
ら
ず
、
昔
の
人
、
田
舎
の
人
に
今
日
は
刺
激
が
強
す
ぎ
た

か
と
心
配
し
た
が
、
夜
遅
く
大
久
保
の
自
宅
に
帰
る
と
老
人
は
無
事
に
帰
っ
て
い

て
住
吉
の
煙
管
で
ス
パ
ス
パ
煙
草
を
ふ
か
し
て
い
て
、
老
人
の
身
を
案
じ
た
の
は

杞
憂
だ
っ
た
と
し
た
内
容
に
な
っ
て
い
る
。
荒
木
老
人
に
は
足
守
藩
に
仕
え
て
い

た
旧
家
臣
の
モ
デ
ル
が
存
在
し
た
だ
ろ
う
し
、
頑
な
な
ま
で
西
洋
を
嫌
う
か
つ
て

の
武
士
気
質
が
出
て
い
て
、
日
常
生
活
の
特
別
の
或
る
一
日
の
出
来
事
を
そ
の
天

気
合
（
夜
通
し
の
雨
が
上
が
っ
た
朝
の
陽
炎
の
立
つ
春
ら
し
い
日
和
）
か
ら
起
筆

し
て
い
て
、
利
玄
文
学
の
特
色
も
出
、
利
玄
の
優
し
い
人
柄
も
う
か
が
わ
せ
る
好

小
品
に
仕
上
が
っ
て
い
る
と
思
う
。

　

六
頁
少
し
分
の
散
文
「
女
の
人
」（『
白
樺
』、
明
43
・
8
）
は
、
自
分
が
夢
の

中
で
六
歳
位
の
子
供
に
な
っ
て
い
て
塔
ノ
沢
と
思
わ
れ
る
温
泉
宿
で
出
会
っ
た
丈

が
高
く
大
き
い
眼
を
し
た
美
し
い
二
十
歳
余
り
の
女
の
人
の
手
に
引
か
れ
て
笛
塚

ま
で
上
っ
て
行
っ
た
際
の
「
夢
の
女
の
人
」
と
、
自
分
が
幼
い
折
に
招
魂
社
の
五

月
の
御
祭
で
見
か
け
た
白
っ
ぽ
い
地
の
フ
ラ
ン
ネ
ル
を
着
て
派
手
な
紅
い
帯
を
胸

高
に
締
め
て
い
る
女
の
人
を
見
ず
知
ら
ず
の
他
人
で
は
な
く
思
っ
た
と
い
う
「
記

憶
の
女
の
人
」
と
が
朝
の
目
覚
め
の
靄
の
香
が
漂
う
な
か
で
一
緒
に
な
り
、
決
し

て
手
に
触
れ
ら
れ
ぬ
美
し
い
女
の
人
と
し
て
あ
る
と
い
う
こ
と
を
綴
っ
た
浪
漫
的

な
作
品
で
あ
る
。
こ
の
「
女
の
人
」
は
、
孤
独
を
感
じ
る
折
の
利
玄
が
、
そ
の
三

歳
の
年
に
十
幾
つ
で
亡
く
な
っ
た
と
実
母
か
ら
聞
い
て
い
る
姉
の
よ
う
で
も
あ
る
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と
し
て
い
る
が
、
そ
う
特
定
は
出
来
な
い
、
現
実
性
の
朧
気
な
、
自
分
に
優
し
く

そ
し
て
自
分
を
見
守
っ
て
く
れ
る
美
し
い
憧
憬
の
女
の
人
、
と
解
し
た
方
が
し
っ

く
り
い
く
よ
う
に
思
う
。
ま
た
、
夢
の
中
の
笛
塚
の
周
囲
に
女
郎
花
や
桔
梗
な
ど

の
秋
の
草
が
咲
き
乱
れ
て
い
た
こ
と
を
い
い
、
さ
ら
に
、
沈
丁
花
の
強
い
香
を
嗅

ぎ
、
木
蓮
の
強
い
色
を
見
、
木
犀
の
香
の
漂
い
が
ほ
の
か
に
悲
し
い
頃
な
ど
に
こ

の
「
女
の
人
」
が
思
わ
ず
も
心
に
浮
か
ぶ
と
表
現
し
た
文
脈
に
利
玄
文
学
特
有
の

も
の
を
感
じ
さ
せ
る
も
の
が
あ
る
。

　

四
頁
分
の
「
二
階
」（『
白
樺
』、
明
43
・
12
）
は
、
目
次
で
は
小
品
と
な
っ
て

い
る
が
小
説
の
趣
を
持
つ
作
品
で
あ
る
。
主
人
公
の
自
分
（
菊
池
と
い
う
姓
で
あ

る
）
は
、
今
か
ら
五
、
六
年
前
の
二
十
の
春
に
、
或
る
田
舎
町
の
遠
縁
の
家
に
絵

を
描
く
の
が
目
的
で
十
日
ほ
ど
そ
の
家
の
二
階
を
借
り
た
こ
と
が
あ
っ
た
が
、
主

人
が
留
守
の
或
る
日
の
昼
過
ぎ
、
お
よ
う
さ
ん
と
い
う
ま
だ
子
供
の
い
な
い
二
十

七
に
な
る
艶
め
か
し
い
取
り
成
り
の
奥
さ
ん
が
二
階
に
上
っ
て
来
て
、
絵
の
修
正

を
し
て
い
る
初
心
な
自
分
を
誘
惑
し
に
か
か
っ
た
も
の
の
、
な
ん
と
か
理
性
を
働

か
せ
切
り
抜
け
た
こ
と
、
夕
飯
時
に
主
人
が
い
る
前
で
は
平
常
と
変
わ
っ
て
い
な

い
人
妻
の
不
可
解
さ
な
ど
を
回
想
す
る
と
と
も
に
、
今
で
も
菜
畑
の
生
温
い
匂
い

を
嗅
ぐ
と
、
艶
め
か
し
い
お
よ
う
さ
ん
の
聯
想
が
起
こ
る
と
し
て
い
る
。
利
玄
の

作
品
と
し
て
は
異
色
と
思
わ
れ
る
が
、
年
上
の
艶
め
か
し
い
人
妻
か
ら
誘
惑
を
受

け
る
と
い
う
ス
リ
リ
ン
グ
な
出
来
事
を
、
春
の
日
の
生
暖
か
さ
で
二
階
の
雰
囲
気

を
覆
い
、
テ
レ
ピ
ン
の
烈
し
い
刺
激
性
の
匂
い
や
奥
さ
ん
の
黒
髪
の
油
の
匂
い
な

ど
の
嗅
覚
を
中
心
に
描
い
て
い
る
こ
と
に
巧
さ
を
感
じ
る
。
小
品
と
さ
れ
て
い
る

こ
と
を
重
視
す
れ
ば
、
こ
れ
は
利
玄
の
実
体
験
に
基
づ
く
も
の
だ
っ
た
か
も
し
れ

な
い
。

　

小
品
三
篇
「
山
」（『
白
樺
』、
明
44
・
1
）
は
箱
根
の
温
泉
場
を
舞
台
に
し
て
い

る
こ
と
で
共
通
し
て
い
る
。
五
頁
分
の
「
地
震
」
は
、
明
治
四
十
一
年
十
二
月
二

十
九
日
の
晩
か
ら
三
十
日
の
朝
に
か
け
て
の
こ
と
で
、
自
分
と
Ｔ
君
、
Ｍ
君
、
Ｋ

君
が
底
倉
の
蔦
屋
に
泊
ま
り
頻
繁
に
起
こ
る
地
震
に
恐
怖
や
不
安
を
覚
え
る
さ
ま

を
中
心
に
描
い
て
い
る
が
、
そ
の
間
、
昨
夜
話
し
て
い
た
「
東
京
の
無
車
」（
武

者
小
路
）、「
沼
津
の
沙
鷗
」（
正
親
町
）、「
湯
河
原
の
志
賀
」
の
事
を
思
い
、
ま

た
今
時
分
は
有
楽
座
で
呂
昇
が
壼
坂
を
語
っ
て
い
る
と
思
う
事
が
挿
入
さ
れ
て
い

て
、
武
者
小
路
と
正
親
町
と
志
賀
と
の
関
係
の
親
密
さ
、
娘
義
太
夫
熱
も
う
か
が

え
、
翌
朝
は
雨
だ
っ
た
が
目
白
も
鳴
く
穏
や
か
さ
の
な
か
宿
の
人
達
に
見
送
ら
れ

て
湯
本
に
下
っ
た
と
し
て
い
る
。
三
頁
分
の
「
霧
の
朝
」
は
、
蘆
の
湯
の
紀
伊
国

屋
の
別
荘
に
泊
ま
っ
て
い
た
自
分
が
本
店
の
二
階
に
そ
の
祖
母
や
妹
た
ち
と
滞
在

し
て
い
た
志
賀
た
ち
と
一
緒
に
、
八
月
十
一
日
（
明
治
四
十
二
年
か
）
の
朝
、
深

い
霧
の
な
か
を
出
発
し
て
い
く
道
中
を
、「
叢
に
は
淡
雪
や
女
郎
花
や
名
を
知
ら

な
い
紫
の
花
な
ど
が
濡
色
清
く
朝
の
挨
拶
を
し
て
居
る
」
と
い
っ
た
自
然
の
景
物

を
擬
人
化
し
た
文
も
交
え
、
ま
た
茶
店
で
休
む
西
洋
人
の
若
い
夫
婦
や
道
の
月
見

草
に
関
連
し
て
自
分
と
志
賀
と
の
文
学
的
会
話
の
妙
味
も
描
か
れ
、
湯
本
の
方
に

下
っ
て
行
っ
た
こ
と
を
書
い
て
い
る
。
六
頁
分
の
「
八
月
十
六
日
」（
明
治
四
十
二

年
と
推
定
さ
れ
る
）
は
、
箱
根
の
湖
畔
の
橋
本
屋
に
昨
夜
は
淋
し
く
泊
ま
っ
た
が
、

今
日
は
一
転
し
て
、
宿
の
女
中
さ
ん
た
ち
と
の
親
し
い
語
ら
い
、
宿
へ
の
道
の
散

歩
で
の
夏
の
花
が
咲
く
な
か
で
の
心
地
よ
さ
、
泊
ま
り
合
わ
せ
る
こ
と
に
な
っ
た

そ
そ
か
っ
し
い
客
の
口
髭
（
石
谷
氏
）
と
の
交
流
な
ど
を
描
い
て
い
る
。
こ
の
三

番
目
の
小
品
は
い
さ
さ
か
冗
漫
な
も
の
と
思
わ
れ
た
が
、
利
玄
は
泉
鏡
花
と
夏
目

漱
石
を
愛
読
し
て
い
て
、
こ
こ
で
は
漱
石
の
『
文
学
論
』
を
読
ん
で
お
り
、
ま
た

『
白
樺
』
創
刊
時
の
年
下
の
メ
ン
バ
ー
の
一
人
で
あ
る
田
中
雨
村
の
家
で
、
蓄
音
機

で
謡
を
聴
い
た
こ
と
が
あ
る
の
も
知
る
こ
と
が
出
来
る
。

　

小
品
三
篇
「
雨
」（『
白
樺
』、
明
44
・
7
）
は
雨
の
日
の
事
を
写
生
文
風
に
綴
っ

て
い
る
こ
と
で
共
通
す
る
。
二
頁
分
の
「
雨
の
や
み
際
」
は
、
末
尾
で
（
明
治
四

十
二
年
五
月
稿
）
と
さ
れ
た
旧
作
だ
が
、
自
分
が
大
学
で
井
上
さ
ん
（
井
上
哲
次

郎
）
の
講
義
が
午
後
五
時
に
済
ん
で
教
室
を
出
た
時
は
小
雨
で
、
食
事
の
あ
と
通
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り
に
出
る
と
、
蝙
蝠
傘
や
雨
傘
が
乱
れ
て
動
く
な
か
に
、
い
つ
か
無
車
（
武
者
小

路
）
と
青
柳
亭
で
東
猿
一
座
を
き
い
た
時
に
い
た
或
る
女
義
太
夫
親
子
が
い
る
の

を
見
か
け
、
四
丁
目
か
ら
電
車
に
乗
り
、
電
車
の
乗
り
換
え
も
あ
っ
て
永
代
橋
ま

で
行
く
の
だ
が
、
電
車
か
ら
外
を
見
て
、
町
々
で
傘
を
さ
す
人
や
た
た
む
人
、
川

に
碇
泊
す
る
舟
が
一
様
に
苫
を
か
ぶ
っ
て
い
る
な
ど
の
雨
の
夕
暮
れ
の
風
景
を
描

き
、
そ
の
行
き
先
が
越
前
堀
の
水
難
救
助
会
だ
っ
た
こ
と
で
結
ん
で
い
る
。
な
ぜ

水
難
救
助
会
な
の
か
と
い
え
ば
、
こ
こ
に
は
『
心
の
花
』
の
創
刊
以
来
の
責
任
編

集
者
で
帝
国
水
難
救
助
会
を
創
設
し
常
務
理
事
を
務
め
る
石い

し

榑く
れ

千ち

亦ま
た

（
明
2
生
）

が
お
り
、
利
玄
が
短
歌
関
係
の
こ
と
で
訪
れ
た
と
推
定
さ
れ
る
。
三
頁
分
の
「
雨

も
よ
ひ
」
は
、
末
尾
で
（
明
治
四
十
二
年
二
月
稿
）
と
さ
れ
た
旧
作
で
、
長
い
旅
の

終
わ
り
に
近
い
一
日
、
Ｈ
氏
（
京
都
四
條
の
大
き
な
呉
服
問
屋
の
主
人
）
の
案
内

で
、
西
陣
、
堀
川
（
綺
麗
な
所
と
い
う
聯
想
が
あ
っ
た
が
実
際
は
異
な
っ
て
い
た
）

を
見
物
し
、
加
茂
川
に
出
た
頃
か
ら
雨
に
な
り
そ
う
な
天
候
と
な
り
、
人
に
逢
わ

な
い
糺
の
森
、
何
木
を
植
え
て
も
柊
に
な
る
と
い
う
宮
（
比
良
木
神
社
）、
モ
ク
モ

ク
と
水
が
湧
く
池
（
み
た
ら
し
の
池
）
を
廻
り
、
俥
で
一
條
か
ら
三
條
の
方
に
急

ぐ
時
分
か
ら
雨
が
降
り
出
し
、
料
理
屋
で
の
夕
食
は
す
っ
ぽ
ん
汁
以
外
は
よ
か
っ

た
こ
と
、「
障
子
を
あ
け
た
ら
ば
賀
茂
川
の
柳
が
雨
に
髪
を
乱
し
て
居
た
」
と
い

う
利
玄
特
有
の
擬
人
法
を
用
い
た
文
も
あ
り
、
傘
を
傾
け
て
Ｈ
氏
と
都
踊
へ
行
き

済
ん
で
外
へ
出
た
ら
花
見
小
路
か
ら
四
條
通
は
雨
夜
を
照
ら
し
た
灯
（
あ
か
り
）

の
前
を
傘
が
乱
れ
て
動
い
て
い
た
、
と
京
都
の
町
の
各
地
を
鬱
陶
し
い
空
模
様
か

ら
傘
が
い
る
雨
降
り
の
風
情
あ
る
情
景
へ
の
移
ろ
い
の
な
か
に
簡
潔
な
筆
致
で
描

い
て
い
る
。
二
頁
分
の
「
山
道
」
は
、
末
尾
で
（
明
治
四
十
三
年
五
月
稿
）
と
さ

れ
た
旧
作
で
、
自
分
と
友
の
六
人
は
、
十
里
の
道
を
雨
に
打
た
れ
て
木
曽
福
島
に

着
き
、
さ
ら
に
雨
が
降
り
ま
さ
る
中
を
明
日
木
曽
御
嶽
に
登
る
つ
も
り
な
の
で
そ

の
麓
の
黒
澤
ま
で
の
三
里
の
山
道
を
絶
え
間
な
く
降
る
雨
の
中
を
無
言
で
た
だ
歩

き
、
宿
で
濡
れ
た
も
の
を
脱
い
で
乾
い
た
褞
袍
に
着
か
え
鶏
鍋
に
ビ
ー
ル
で
暖
か

い
夕
食
の
膳
に
つ
い
た
の
だ
が
、
戸
外
は
山
の
雨
が
ざ
ん
ざ
ん
と
降
っ
て
い
た
こ

と
を
綴
っ
て
い
る
。
小
品
三
篇
「
雨
」
は
、
東
京
の
夕
暮
れ
時
の
雨
の
諸
風
景
、

夕
方
か
ら
雨
降
り
と
な
っ
た
一
日
の
京
都
見
物
、
終
日
の
強
い
雨
降
り
の
な
か
木

曽
山
中
を
只
管
歩
い
た
体
験
、
と
移
動

0

0

を
旨
と
し
た
雨
の
日
の
三
つ
の
小
品
を
そ

の
配
列
に
配
慮
し
た
妙
味
の
あ
る
も
の
に
な
っ
て
い
る
と
高
く
評
価
し
た
い
。

　

六
頁
分
の
散
文
「
山
遊
び
」（『
白
樺
』、
明
44
・
11
）
は
、
比
較
的
長
い
期
間
に

わ
た
る
紆
余
曲
折
を
経
た）

3
（

あ
と
利
玄
が
明
治
四
十
四
年
五
月
に
栃
木
県
平
民
横
尾

勝
右
衛
門
の
四
女
照
子
と
結
婚
し
、
七
月
に
東
京
帝
国
大
学
国
文
科
を
卒
業
し
、

十
月
に
実
父
利
永
（
明
39
に
死
去
）
の
法
事
（
七
回
忌
）
の
た
め
新
妻
照
子
ら
を

伴
い
故
郷
の
足
守
に
帰
っ
た
際
、
総
勢
十
六
人
で
故
郷
の
山
で
あ
る
妙
見
山
や
龍

王
山
で
茸
採
り
を
し
て
遊
ん
だ
或
る
一
日
を
描
い
た
も
の
で
あ
る
。
冒
頭
の
一
文

は
「
足
守
川
に
か
ゝ
つ
て
居
る
葵
橋
を
渡
る
頃
は
、
秋
晴
の
太
陽
が
豊
年
の
田
圃

に
暗
く
照
つ
て
居
た
」
で
、
や
が
て
そ
の
日
の
天
候
は
曇
り
か
ら
一
時
的
に
雨
が

降
り
そ
し
て
ま
た
秋
晴
れ
に
な
っ
た
こ
と
を
い
っ
て
お
り
、
利
玄
の
そ
の
日
の
天

候
に
敏
感
で
そ
れ
を
き
ち
ん
と
描
く
と
い
う
特
徴
が
よ
く
出
た
も
の
に
な
っ
て
い

る
。
妙
見
山
で
自
分
は
松
茸
が
地
面
に
生
え
て
い
る
の
を
初
め
て
見
て
珍
し
い
と

思
う
の
だ
が
、「
茸
は
松
の
根
の
、
こ
ぼ
れ
松
葉
の
下
の
灰
色
の
土
を
擡
げ
て
、

茶
色
の
頭
を
揃
へ
て
し
ら
〴
〵
し
く
も
黙
つ
て
居
る
。
隠
れ
ん
坊
を
し
て
此
処
な

ら
大
丈
夫
と
隠
れ
て
居
る
子
供
が
、
捜
し
出
さ
れ
た
や
う
な
顔
を
し
て
居
る
」
と

擬
人
法
を
用
い
た
表
現
で
茸
の
あ
り
よ
う
を
描
写
し
て
い
る
。
一
行
の
者
た
ち
は

嬉
し
い
愉
快
そ
う
な
声
を
口
々
か
ら
漏
ら
し
、
茸
を
取
っ
て
は
竹
の
籠
に
入
れ
た

の
で
あ
る
。
一
行
は
妙
見
山
の
頂
に
あ
る
山
番
の
小
屋
で
暖
を
取
っ
て
暫
し
休
む

が
、
小
屋
周
辺
に
茸
が
沢
山
あ
り
取
っ
て
は
籠
に
入
れ
た
。
次
い
で
、
一
行
は
弁

当
を
開
く
事
に
し
た
龍
王
山
へ
と
向
う
が
、
そ
の
山
頂
に
着
く
頃
は
秋
天
再
び
晴

れ
、
龍
王
山
か
ら
足
守
の
町
を
見
下
ろ
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
天
辺
に
あ
る
「
五

六
本
の
松
」
は
遠
く
か
ら
こ
の
町
の
目
標
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
。
自
分
は
五
歳
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で
こ
の
故
郷
を
去
っ
た
が
、
十
八
歳
に
帰
郷
す
る
ま
で
故
郷
の
思
い
出
に
こ
の

「
五
六
本
の
松
」
は
残
っ
て
い
た
と
い
う
。
一
望
す
る
平
野
の
田
圃
、
足
守
の
整
然

と
し
た
町
並
、
足
守
川
な
ど
は
、「
隈
も
な
い
ほ
が
ら
か
な
日
光
に
つ
ゝ
ま
れ
て
喜

ん
で
居
る
」
と
表
現
さ
れ
、
打
見
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
急
な
龍
王
山
を

下
る
が
、
叢
に
虫
が
鳴
き
、
遠
く
に
鵯
の
よ
う
な
鋭
い
声
の
鳥
が
鳴
き
、
コ
ス
モ

ス
の
咲
い
て
い
る
百
姓
家
の
背
戸
に
出
、
葵
橋
を
渡
っ
て
自
家
へ
帰
っ
て
湯
に
入

り
、
東
京
の
親
類
や
知
人
に
送
る
た
め
の
松
茸
の
包
み
を
作
っ
た
の
で
あ
る
。
総

体
的
に
、
ゆ
っ
た
り
ム
ー
ド
、
愉
快
な
感
じ
の
雰
囲
気
が
漂
う
中
で
の
茸
採
り
を

メ
イ
ン
に
し
た
山
遊
び
の
さ
ま
が
描
か
れ
て
い
る
が
、
先
の
利
玄
の
小
説
「
萬
霊

塔
」
の
雲
松
寺
の
萬
霊
塔
に
相
当
す
る
も
の
が
龍
王
山
頂
上
の
「
五
六
本
の
松
」

だ
っ
た
こ
と
も
判
明
し
、
利
玄
の
故
郷
足
守
へ
の
愛
着
が
感
じ
ら
れ
る
秀
逸
な
一

篇
に
な
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
た
。

　

六
頁
分
の
小
品
「
山
の
宿
」（
明
45
・
3
）
は
、
利
玄
が
志
賀
ら
学
習
院
の
仲

間
と
同
様
に
長
年
親
し
ん
で
い
た
鹿
野
山
の
丸
七
と
い
う
旅
館
、
そ
し
て
こ
の
宿

場
全
体
が
廃
れ
て
い
く
運
命
に
あ
る
と
感
じ
た
明
治
三
十
八
年
の
春
と
翌
三
十
九

年
の
春
の
滞
在
時
の
事
を
ベ
ー
ス
に
し
た
も
の
で
あ
る
。「
此
の
山
の
宿し

ゆ
くは

又
寂

び
れ
た
や
う
だ
―
か
う
思
ひ
な
が
ら
、
自
分
は
鹿
野
山
宿
の
丸
屋
の
軒
を
く
ゞ

つ
た
」
の
一
文
か
ら
始
ま
る
。
こ
の
宿
に
は
三
人
の
娘
が
い
た
が
、
自
分
が
宿
に

到
着
し
た
日
は
二
番
目
の
お
幸
の
一
周
忌
で
あ
っ
た
の
だ
。
か
つ
て
は
こ
の
山
の

宿
は
賭
博
で
繁
盛
し
た
が
そ
れ
が
禁
ぜ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
賑
わ
い
が
下
っ

て
い
っ
た
の
だ
と
も
い
う
。
翌
朝
は
出
戻
り
の
姉
娘
の
お
さ
き
が
給
仕
に
来
た

が
、
快
活
を
装
う
も
の
の
淋
し
い
影
は
眼
元
に
漂
っ
て
い
た
。
一
年
後
の
春
休
み

に
、
先
に
こ
の
宿
に
滞
在
し
て
い
る
Ｓ
君
（
志
賀
）
を
追
っ
て
来
た
の
だ
が
、
今

度
は
元
来
弱
い
身
体
の
姉
娘
の
お
さ
き
が
亡
く
な
っ
て
い
た
こ
と
を
知
る
の
で

あ
っ
た
。
ま
た
、
神
野
寺
の
先
住
の
放
縦
か
ら
、
こ
の
山
の
宿
の
目
標
で
あ
り
防

風
の
役
目
を
し
て
い
た
杉
木
立
が
切
り
倒
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
豊
竹
昇
之
助

に
似
た
末
娘
の
お
た
ね
は
東
京
の
女
学
校
に
行
っ
て
い
て
前
年
も
今
度
も
見
ら
れ

な
か
っ
た
。
自
分
は
山
麓
に
野
火
の
あ
っ
た
翌
朝
、
Ｓ
君
に
別
れ
下
山
し
た
が
、

小
米
桜
の
花
が
山
道
の
泥
濘
に
散
り
こ
ぼ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
な
お
、
こ
の
作

は
、
廃
れ
て
行
く
山
の
宿し

ゆ
く、

そ
の
住
人
た
ち
の
哀
し
い
運
命

0

0

を
感
じ
さ
せ
る
も
の

と
な
っ
て
い
る
が
、
志
賀
直
哉
が
有
島
壬
生
馬
に
宛
て
た
明
治
三
十
九
年
四
月
四

日
付
け
の
長
文
書
簡）

4
（

を
参
照
す
れ
ば
、
ほ
ぼ
事
実
に
即
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が

証
さ
れ
る
。

お
わ
り
に

　

先
述
し
た
よ
う
に
木
下
利
玄
文
学
の
中
心
は
短
歌
に
あ
っ
た
の
だ
が
、
第
一
歌

集
『
銀
』
が
洛
陽
堂
か
ら
刊
行
さ
れ
た
の
は
大
正
三
年
五
月
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

こ
こ
に
至
る
ま
で
の
生
活
面
に
一
瞥
す
れ
ば
、
明
治
四
十
五
年
八
月
六
日
に
長
男

利
公
が
産
ま
れ
た
が
十
日
に
は
亡
く
な
る
と
い
う
不
幸
に
遭
い
（「
利
公
の
為
め

に
」（『
白
樺
』、
大
2
・
8
）
で
そ
の
詳
細
を
知
る
こ
と
が
出
来
る
）
な
が
ら
も
、

九
月
に
は
細
川
護
立
の
縁
故
で
目
白
中
学
校
の
教
師
と
な
り
短
歌
作
り
に
も
励
ん

で
い
た
の
で
あ
る
。
が
、
本
稿
で
み
た
よ
う
に
文
学
出
発
期
の
利
玄
は
短
歌
作
り

一
辺
倒
で
は
な
く
、
秀
作
と
い
え
る
小
説
「
お
京
」
は
白
樺
派
同
人
で
公
の
場
に

出
た
最
初
の
も
の
で
あ
っ
た
し
、『
白
樺
』
創
刊
後
は
小
品
を
数
多
く
書
き
、
そ
の

殆
ど
は
今
日
的
に
み
て
も
埋
も
れ
さ
せ
て
お
く
の
が
惜
し
い
と
思
わ
れ
る
も
の
で

あ
っ
た
。
盛
況
な
竹
柏
会
大
会
の
模
様
を
活
写
し
た
「
竹
柏
会
大
会
の
記
」（『
心
の

花
』、
明
42
・
5
）
は
文
壇
的
資
料
と
し
て
価
値
が
あ
る
。
ま
た
、
利
玄
は
よ
く
旅

を
す
る
人
で
、
賑
わ
っ
て
い
た
長
良
川
の
鵜
飼
時
分
と
は
異
な
る
春
の
淋
し
い
風

情
の
岐
阜
を
旅
し
た
折
の
こ
と
を
書
い
た
紀
行
文
「
岐
阜
」（『
心
の
花
』、
明
44
・

１
）
や
約
十
年
ぶ
り
に
訪
れ
た
景
勝
の
地
で
あ
る
興
津
を
描
い
た
紀
行
文
「
清
見

潟
よ
り
」（『
心
の
花
』、
明
44
・
9
）
も
残
し
て
い
る
。
と
も
あ
れ
、
利
玄
の
散
文
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作
品
群
は
も
っ
と
注
目
さ
れ
て
い
い
と
結
論
づ
け
た
い
。

《
注
》

（
1
）	
紅
野
敏
郎
「
木
下
利
玄
日
記
（
新
資
料
）（
上
）
―
「
白
樺
」
前
史
―
」（『
文

学
』、
一
九
八
二
・
九
）
は
、
佐
佐
木
信
綱
の
配
慮
に
よ
り
「
お
京
」
合
評
会
依
頼
が

あ
っ
た
と
し
て
い
る
。

（
2
）	

『
志
賀
直
哉
全
集　

補
巻
一
』（
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
一
・
一
一
）
に
「
未
定
稿
33　

万
霊
塔
」
と
し
て
収
録
さ
れ
た
。

（
3
）	

紅
野
敏
郎
「
木
下
利
玄
日
記
（
新
資
料
）（
下
）
―
「
白
樺
」
前
史
―
」（『
文

学
』、
一
九
八
二
・
一
〇
）
は
、
早
く
も
木
下
利
玄
日
記
の
明
治
四
十
一
年
八
月
二
十

七
日
に
平
民
の
横
尾
照
子
と
の
縁
談
話
が
出
て
い
る
が
、
足
守
の
旧
臣
た
ち
が
納
得

し
て
い
な
い
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
と
し
て
い
る
。

（
4
）	

『
志
賀
直
哉
全
集　

第
十
七
巻
』 （
岩
波
書
店
、 

二
〇
〇
〇
・
七
） 

二
七
頁
～
三
三

頁
。
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