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論
　
　
文

文
学
者
と
し
て
の
新
村
出  

― 

短
歌
、
そ
し
て
や
ま
ぐ
ち 

―

安
　
　
光
　
　
裕
　
　
子

一　

は
じ
め
に

　
著
名
な
言
語
学
者
・
国
語
学
者
で
あ
り
、
『
広
辞
苑
』
の
編
者
で
あ
る
新し

ん
む
ら
い
づ
る

村
出
は
、
明
治

九
年
（
一
八
七
六
）
十
月
四
日
、
関
口
隆
吉
と
静
子
の
次
男
と
し
て
生
ま
れ
た
。
関
口
家
は

代
々
今
川
家
に
仕
え
、
の
ち
に
徳
川
家
の
旗
本
と
な
っ
た
。
父
隆
吉
は
、
明
治
政
府
に
仕
え
、

第
二
代
県
令
と
し
て
山
口
に
赴
任
し
た
。
こ
の
と
き
に
新
村
は
、
山
口
の
地
に
生
を
受
け
た

の
で
あ
る
。
氏
が
関
口
か
ら
新
村
に
変
更
し
た
の
は
、
明
治
二
十
二
年
（
一
八
八
九
）
十
二

月
二
十
日
、
十
四
歳
の
と
き
に
、
新
村
家
（
養
父
の
新
村
猛
雄
は
、
徳
川
慶
喜
公
の
家
扶
）

の
養
子
と
な
っ
て
か
ら
の
こ
と
で
あ
る
。

長
じ
て
新
村
は
、
明
治
三
十
二
年
（
一
八
九
九
）
に
東
京
帝
国
大
学
文
科
大
学
を
卒
業
す

る
。
そ
の
後
、
同
大
学
の
助
手
に
任
ぜ
ら
れ
、
助
教
授
と
な
り
、
京
都
帝
国
大
学
文
科
大
学

助
教
授
に
転
任
し
て
、
同
大
学
教
授
と
な
り
、
退
官
す
る
ま
で
言
語
学
講
座
を
担
任
し
、
近

代
日
本
の
言
語
学
の
発
展
に
寄
与
し
た
。
そ
の
功
績
に
よ
り
、
文
化
勲
章
が
授
与
さ
れ
、
京

都
名
誉
市
民
の
表
彰
を
受
け
た
。

新
村
は
、
西
洋
の
言
語
理
論
を
導
入
し
て
日
本
の
言
語
学
・
国
語
学
の
確
立
に
努
め
、
な

か
で
も
国
語
史
や
語
源
、
外
来
語
、
南
蛮
文
化
に
関
す
る
考
証
な
ど
多
方
面
に
わ
た
り
業
績

を
残
し
て
い
る
。
ま
た
、
百
科
事
典
の
要
素
を
併
せ
も
つ
便
利
な
辞
典
と
し
て
今
日
ま
で
広

く
利
用
さ
れ
て
い
る
『
広
辞
苑
』
の
編
集
を
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
業
績
か
ら
、
新
村
に
つ

い
て
は
、
言
語
学
者
・
国
語
学
者
の
面
か
ら
論
じ
ら
れ
る
こ
と
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
っ
た
。

こ
れ
ま
で
の
新
村
研
究
は
、
こ
の
よ
う
な
傑
出
し
た
業
績
の
面
に
強
い
光
が
あ
て
ら
れ
て

き
た
の
で
、
文
学
者
と
し
て
の
面
は
陰
と
な
り
、
背
景
に
沈
ん
で
い
た
。
新
村
は
、
言
語
学

研
究
の
傍
ら
、
『
重
山
集
』
や
『
牡
丹
の
園
』
な
ど
の
歌
集
や
『
南
蛮
更
紗
』
な
ど
の
随
筆

を
執
筆
し
て
お
り
、
そ
の
う
ち
星
座
や
語
源
に
関
す
る
随
筆
な
ど
三
十
点
は
、
柳
田
國
男
や

吉
村
冬
彥
、
齋
藤
茂
吉
の
著
作
と
と
も
に
『
現
代
日
本
文
學
全
集
』
第
五
十
八
篇（

（
（

に
収
録
さ

れ
て
い
る
。

　

そ
こ
で
、
本
論
文
は
、
ほ
と
ん
ど
論
じ
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
文
学
者
と
し
て
の
新
村
出
に

焦
点
を
合
わ
せ
て
論
じ
る
こ
と
に
す
る
。
ま
た
、
新
村
の
年
譜（

（
（

に
は
、
「
山
口
県
山
口
町
道

場
門
前
、
一
ノ
坂
川
左
岸
辺
に
生
ま
る
」
と
い
う
記
載
は
あ
る
も
の
の
、
新
村
と
や
ま
ぐ
ち

に
つ
い
て
真
っ
向
か
ら
論
じ
た
も
の
が
見
当
た
ら
な
い
の
で
、
や
ま
ぐ
ち
生
ま
れ
の
新
村
出

と
い
う
側
面
も
合
わ
せ
て
論
じ
る
こ
と
に
す
る
。

　

二　

文
学
者
と
し
て
の
新
村
出

　

平
成
十
八
年
（
二
〇
〇
六
）
に
出
版
さ
れ
た
『
や
ま
ぐ
ち
の
文
学
者
た
ち（

（
（

』
に
は
、
山
口

県
出
身
ま
た
は
山
口
県
に
ゆ
か
り
の
あ
る
、
近
代
以
降
に
活
躍
し
、
既
に
亡
く
な
っ
た
文
学

者
の
中
か
ら
、
や
ま
ぐ
ち
文
学
回
廊
構
想
推
進
協
議
会
が
選
定
し
た
文
学
者
、
す
な
わ
ち
宇

野
千
代
、
金
子
み
す
ゞ
、
国
木
田
独
歩
、
種
田
山
頭
火
、
中
原
中
也
や
与
謝
野
鉄
幹
な
ど

六
十
三
人
の
文
学
者
が
収
録
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
後
、
同
協
議
会
は
新
た
に
十
七
人
を
選
定

し
て
、
『
や
ま
ぐ
ち
の
文
学
者
た
ち
』
の
増
補
版
が
平
成
二
十
五
年
（
二
〇
一
三
）
二
月
に

発
行
さ
れ
た
。
新
村
出
は
、
そ
の
中
の
ひ
と
り
に
選
ば
れ
た（

（
（

。

　

新
村
は
、
前
述
の
よ
う
に
、
ほ
と
ん
ど
触
れ
ら
れ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
文
学
に
お
い
て
も

造
詣
が
深
い
。
本
論
文
で
は
、
文
学
、
な
か
で
も
短
歌
に
絞
る
こ
と
に
す
る
。

　

新
村
が
在
世
中
に
編
ん
だ
歌
集
に
は
、
『
重
山
集（

5
（

』、『
雨
月（

（
（

』
お
よ
び
『
牡
丹
の
園（

（
（

』
が

あ
る
。
遺
歌
集
と
し
て
『
白
芙
蓉（

（
（

』
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
、
新
村
の
一
周
忌
に
あ
た
る
年
に
、

前
述
三
歌
集
以
後
の
作
品
中
か
ら
そ
の
一
部
を
抄
出
し
た
も
の
で
あ
る
。

　

長
男
の
新
村
秀
一
氏
ら
遺
族
に
よ
る
『
白
芙
蓉
』
の
あ
と
が
き（

（
（

に
は
、
「
父
の
遺
し
ま
し

た
和
綴
じ
の
帖
面
は
九
十
六
冊
ご
ざ
い
ま
し
て
、
墨
書
の
詠
草
が
毎
日
ぎ
っ
し
り
書
き
込
ま

れ
て
あ
り
ま
す
。
こ
れ
か
ら
見
ま
す
と
、
最
近
十
年
間
の
歌
だ
け
で
も
恐
ら
く
数
万
首
に
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文学者としての新村出  ― 短歌、そしてやまぐち ―

の
ぼ
る
の
で
は
な
い
か
」
と
あ
り
、
ま
た
、
こ
れ
ら
と
は
別
に
「
メ
モ
帖
三
百
冊
も
ご
ざ
い

ま
し
て
、
そ
れ
ら
に
も
一
々
題
名（

（（
（

」
が
つ
け
ら
れ
、「
歌
の
お
ぼ
え
」、「
広
辞
苑
備
忘
録
」、

「
新
月
と
明
星
」
な
ど
多
岐
に
わ
た
っ
て
い
る
と
い
う
。
新
村
は
膨
大
な
数
の
、
し
か
も
多

種
多
様
な
短
歌
を
遺
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

新
村
が
歌
を
学
び
は
じ
め
た
の
は
、
早
く
て
十
五
、
六
歳
、
静
岡
中
学
校
の
上
級
生
の
こ

ろ
で
、
静
岡
の
三
浦
弘
夫
氏
（
浅
間
神
社
の
宮
司
）
に
よ
っ
て
歌
学
の
初
歩
を
『
古
今
集
』

の
序
文
の
所
説
に
し
た
が
っ
て
聴
講
し
た
の
が
そ
の
は
じ
ま
り
で
あ
っ
た
。
新
村
は
、
中
学

校
の
同
窓
生
の
な
か
に
は
歌
友
が
一
人
も
お
ら
ず
、
富
士
山
を
見
た
り
、
三
保
松
原
に
遠
足

に
行
っ
た
り
す
る
な
ど
自
然
に
接
し
て
も
、
な
ん
ら
の
歌
心
は
わ
か
な
か
っ
た
と
述
べ
て
い

る
（
（（
（

。
ま
た
、
明
治
二
十
五
年
秋
十
月
、
セ
ン
チ
メ
ン
タ
ル
な
年
ご
ろ
の
十
七
歳
の
一
文
学
青

年
（
新
村
）
は
、
落
合
直
文
を
師
範
と
仰
い
だ
歌
の
小
集
会
に
出
席
し
、
芭
蕉
の
「
枯
枝
に

烏
の
と
ま
り
け
り
秋
の
暮
」
に
ヒ
ン
ト
を
得
て
詠
ん
だ
「
枯
枝
に
と
ま
れ
る
か
ら
す
う
ち
な

が
め
物
思
ひ
を
れ
ば
ひ
び
く
鐘
の
ね
」
に
対
し
て
、
落
合
直
文
か
ら
は
「
コ
レ
は
ハ
ア
、
発

句
の
ヤ
キ
ナ
ホ
ス
だ
け
で
ハ
ア
な
ん
と
も
か
と
も
成
っ
た
も
ん
で
ね
エ
」
と
い
う
口
調
で
、

「
一
刀
両
断
、
一
言
の
も
と
に
こ
の
作
を
罵
倒
さ
れ
」
た
と
、「
私
の
歌
歴
自
叙
」
に
記
し

て
い
る（

（（
（

。
と
は
い
う
も
の
の
、
新
村
は
、
落
合
直
文
に
よ
っ
て
『
土
佐
日
記
』
を
第
一
に
、

つ
い
で
『
枕
草
紙
』、『
増
鏡
』
と
次
第
に
国
文
学
に
永
く
引
き
入
れ
ら
れ
、
歌
風
の
敬
慕
に

つ
い
て
も
、
落
合
か
ら
か
な
り
の
感
化
を
受
け
て
お
り
、
そ
の
感
化
は
深
く
提て

い

撕せ
い

を
受
け
た

佐
佐
木
信
綱
に
近
し
く
す
る
ま
で
は
強
か
っ
た
と
述
べ
て
い
る（

（（
（

。

新
村
は
、
老
年
に
な
っ
て
か
ら
詠
ん
だ
道
学
的
な
歌
や
慨
世
的
な
歌
は
、
実
父
の
関
口
黙

斎
（
隆
吉
）
と
養
父
の
新
村
猛
雄
の
歌
道
の
う
え
か
ら
の
影
響
で
は
な
く
、
両
父
の
遺
風
ま

た
は
庭
訓
に
も
と
づ
く
も
の
だ
と
述
べ
て
い
る（

（（
（

。

ま
た
、『
古
今
和
歌
集
』
や
『
新
古
今
和
歌
集
』
か
ら
、
も
の
の
感
じ
方
、
も
の
の
見
方
、

発
想
法
を
得
て
新
村
は
、
と
も
す
れ
ば
古
今
情
調
に
傾
き
が
ち
で
あ
り
、
紀
貫
之
流
の
洒
落

に
堕
し
て
ゆ
く
お
か
し
さ
と
記
し
て
お
り
、
自
分
の
歌
道
に
は
『
古
今
和
歌
集
』
前
後
の
規

範
が
冥
々
の
う
ち
に
支
配
し
て
い
る
と
述
べ
て
い
る（

（（
（

の
で
あ
る
。

新
村
の
歌
道
の
歩
み
は
、
「
休
み
休
み
、
ぶ
ら
ぶ
ら
し
な
が
ら
、
と
く
に
師
承
と
い
う
べ

き
も
の
な
く
」、「
歌
集
歌
誌
、
さ
て
は
歌
道
の
先
進
先
蹤
、
あ
る
い
は
追
随
、
あ
る
い
は
反

抗
、
あ
る
い
は
自
省
、
あ
る
い
は
自
判
」、「
い
わ
ば
我
流
ま
た
お
の
が
じ
し
の
自
己
流
」

で
あ
っ
た
。
「
と
き
に
は
保
守
、
ま
た
は
伝
統
墨
守
、
と
き
に
は
模
倣
な
い
し
規
範
従
順
」
、

「
己
を
知
り
、
己
を
恃
み
、
初
め
か
ら
主
義
と
か
主
張
と
か
を
も
た
ず
、
独
歩
、
独
楽
」
、

「
流
派
に
属
せ
ず
、
単
に
古
今
を
師
と
し
て
、
天
を
仰
ぎ
、
孤
負
も
せ
ず
、
和
協
を
も
っ
ぱ

ら
と
な
し
」
と
も
述
べ
て
い
る（

（（
（

。
そ
れ
は
、
「
善
良
な
る
平
凡
人
た
ら
ん
こ
と
を
期
す
る
だ

け
」
と
い
う
、
新
村
の
一
貫
し
た
信
条
の
表
れ
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

国
語
学
者
で
あ
り
歌
人
の
土
岐
善
麿
は
、
『
新
村
出
全
集
』
第
十
五
巻
の
短
歌
篇
の
解
説

を
書
い
て
い
る（

（（
（

。
そ
の
な
か
で
、
新
村
が
『
重
山
集
』
の
後
語
に
「
着
想
も
格
調
も
陳
腐
に

な
が
れ
、
簡
古
平
板
、
鍛
錬
を
加
へ
ぬ
ま
ま
の
、
う
ぶ
な
あ
ま
い
作
品
ば
か
り
」
と
述
べ
て

い
る
な
ど
、
他
の
歌
集
『
雨
月
』
や
『
牡
丹
の
園
』
に
お
い
て
も
謙
虚
な
自
省
を
書
い
て
い

る
こ
と
に
対
し
て
、
土
岐
は
、
「
そ
う
ま
で
自
虐
的
に
な
ら
れ
る
に
は
お
よ
ぶ
ま
い
」
と
言

い
つ
つ
も
、
「
こ
れ
は
、
明
治
の
初
年
に
生
れ
て
大
正
、
昭
和
の
き
び
し
い
時
代
を
正
し
く

生
き
ぬ
い
て
来
ら
れ
た
先
生
の
、
老
教
養
人
と
し
て
の
保
守
性
と
、
進
歩
性
、
向
上
性
と
の

交
錯
し
た
心
情
と
し
て
、
そ
の
歌
文
の
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
に
わ
た
り
、
う
か
が
い
得
る
と
こ

ろ
で
あ
ろ
う
」
と
述
べ
て
い
る
。
ま
た
、
新
村
の
一
貫
し
た
信
条
を
表
す
た
め
に
、
「
つ
ね

に
四
恩
を
説
い
て
、
そ
の
体
得
の
う
ち
に
、
不
断
の
努
力
を
か
さ
ね
ら
れ
た
の
で
あ
る
」
と

も
述
べ
て
い
る（

（（
（

。

そ
ん
な
新
村
は
、
「
私
の
歌
歴
自
叙
」
の
中
で
、
「
私
の
歌
心
を
そ
だ
て
て
」
、
「
歌
の

歩
道
に
ひ
っ
ぱ
っ
て
き
た
」
の
は
、
昭
和
七
年
（
一
九
三
二
）
の
春
夏
に
か
け
て
の
西
欧
三

渡
の
お
り
の
羈
旅
の
歌
、
一
遊
数
百
首
の
吟
詠
で
あ
り
、
こ
の
旅
行
が
な
か
っ
た
ら
、
天
は

自
分
を
こ
こ
ま
で
の
歌
境
に
ま
で
の
ぼ
せ
て
く
れ
な
か
っ
た
だ
ろ
う
と
述
べ
て
い
る
。
す
な

わ
ち
、
昭
和
七
年
の
西
欧
訪
問
が
新
村
の
歌
道
に
某
か
の
影
響
を
与
え
た
と
言
え
よ
う
。
以

下
の
短
歌
は
、
昭
和
七
年
（
一
九
三
二
）
に
フ
ラ
ン
ス
に
赴
い
た
と
き
に
詠
ん
だ
も
の
で
あ

る
。　

　

遊
欧
詞
藻　
　

昭
和
七
年

マ
ル
セ
イ
ユ
み
な
と
の
町
を
む
ら
が
り
て
五さ

つ
き月
の
空
を
つ
ば
く
ら
め
飛
ぶ（
（（
（

月
冴
ゆ
る
セ
イ
ヌ
河
ぎ
し
風
あ
り
て
ほ
の
か
に
見
ゆ
る
エ
フ
ェ
ル
の
塔（
（（
（

　

『
新
村
出
全
集
索
引
』
の
年
譜
（
以
下
、
「
年
譜
」
と
す
る
）
に
よ
る
と（
（（
（

、
渡
欧
の
行
程

は
、
昭
和
七
年
（
一
九
三
二
）
の
「
四
月
八
日　

靖
国
丸
に
て
神
戸
出
航
渡
欧
」
、
「
五
月

十
一
日　

仏
マ
ル
セ
イ
ユ
着
。
十
二
日　

巴
里
に
入
る
」
、
そ
の
後
、
巴
里
を
起
点
に
、
ブ

リ
ュ
ッ
セ
ル
や
倫ロ

ン

敦ド
ン

、
伯ベ
ル

林リ
ン

な
ど
を
回
り
、
七
月
二
十
日　

巴
里
よ
り
マ
ル
セ
イ
ユ
に
入
り
、

二
十
二
日　

諏
訪
丸
に
て
マ
ル
セ
イ
ユ
発　

八
月
二
十
六
日　

神
戸
に
帰
着
す
る
の
で
あ
る
。
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こ
の
二
首
は
、
そ
の
頃
の
マ
ル
セ
イ
ユ
や
パ
リ
の
情
景
を
詠
ん
だ
歌
で
あ
る
。

　

新
村
が
主
に
歌
の
題
材
に
選
ん
だ
の
は
、
常
日
頃
愛
で
た
草
花
や
星
な
ど
の
自
然
界
で

あ
っ
た
。
泰
山
木
と
松
か
さ
、
オ
リ
オ
ン
座
を
詠
ん
だ
歌
が
あ
る
。

す
だ
れ
越
し
に
真
白
に
見
え
て
薫
り
く
る
泰
山
木
を
妻
に
讃
へ
つ（

（（
（

　
　

松ま
つ
か
さ毬

を
掌
弄
し
て

家
づ
と
に
孫
が
も
た
ら
す
松
か
さ
を
わ
が
掌
上
に
受
け
て
ほ
ほ
ゑ
む（

（（
（

を
ち
こ
ち
の
松
か
さ
の
数
あ
つ
ま
る
は
何
す
と
も
な
く
楽
し
き
も
の
を（
（（
（

オ
リ
オ
ン
の
星
座
さ
や
か
に
か
か
れ
る
に
美
し
き
か
も
木
星
た
か
く（
（（
（

　

新
村
は
、
「
わ
が
愛
樹
の
随
一
に
、
常
緑
の
花
樹
の
タ
イ
サ
ン
木
が
あ
る（
（（
（

」
と
述
べ
て
い

る
よ
う
に
、
泰
山
木
を
こ
よ
な
く
愛
し
、
自
宅
の
庭
に
植
え
て
い
た
く
ら
い
で
あ
る
。
新
村

の
自
宅
は
、
現
在
、
新
村
出
記
念
財
団
重
山
文
庫
と
な
り
、
言
語
学
・
国
語
学
の
関
係
資
料

を
広
く
研
究
者
の
利
用
に
供
す
る
と
と
も
に
、
さ
ら
に
資
料
を
充
実
し
て
、
国
語
研
究
の
進

展
に
寄
与
す
る
目
的
で
開
館
し
て
い
る
。
い
ま
も
重
山
文
庫
の
庭
に
は
一
本
の
泰
山
木
が
あ

り
、
晩
年
病
床
に
あ
っ
た
新
村
は
、
縁
側
ま
で
移
動
さ
せ
て
、
白
い
花
を
つ
け
た
泰
山
木
を

眺
め
て
い
た
と
の
こ
と
で
あ
る（

（（
（

。

　

ま
た
、
新
村
が
こ
よ
な
く
愛
し
た
も
の
に
、
松
か
さ
が
あ
る
。
「
ぼ
く
が
松
か
さ
を
愛
し

且
集
め
た
の
は
、
む
ろ
ん
老
年
以
後
の
こ
と
だ
が
」
と
前
置
き
し
て
、
「
自
分
の
境
遇
を
反

省
し
て
み
る
と
、
実
が
、
種
子
が
、
す
で
に
風
に
飛
ば
さ
れ
て
、
枯
れ
落
ち
て
し
ま
つ
て
、

地
上
、
草
上
、
苔
の
上
な
ど
に
横
な
り
竪
な
り
に
、
逆
か
さ
な
り
に
、
こ
ろ
が
つ
て
平
然
軽

妙
た
る
あ
り
さ
ま
な
所
が
、
悟
り
き
つ
た
雅
趣
が
あ
つ
て
面
白
い
と
思
つ
て
」
、
あ
ち
ら
こ

ち
ら
か
ら
拾
っ
て
来
て
は
、
机
上
や
床
の
間
な
ど
に
置
い
て
、
「
折
々
は
掌
上
に
玩
弄
し
て
、

捻
華
微
笑
的
に
独
り
自
ら
楽
ミ
た
の
し
ん
だ
」
と
「
松
笠
今
昔
談
」
で
述
べ
て
い
る（

（（
（

。

　

新
村
の
孫
の
新
村
祐
一
郎
氏
は
、
新
村
出
記
念
財
団
設
立
二
十
五
周
年
記
念
文
集
『
泰
山

木
』
の
中
で
、
「
晩
年
は
『
自
然
に
逆
ら
わ
ず
』
と
い
う
こ
と
を
モ
ッ
ト
ー
と
し
て
い
た
よ

う
で
、
多
少
風
流
な
言
い
方
を
す
れ
ば
花
鳥
風
月
を
伴と

も侶
と
す
る
日
々
」
を
過
ご
し
、
ま
た
、

星
を
こ
よ
な
く
愛
し
て
お
り
、
な
か
で
も
宵
の
明
星
を
愛
で
て
い
た
と
述
べ
て
い
る（

（（
（

。
孫
の

新
村
恭
氏
も
ま
た
、
「
祖
父
は
い
つ
も
悠
然
と
し
て
い
て
、
散
歩
を
し
な
が
ら
自
然
を
見
る

こ
と
が
好
き
で
し
た
。
草
花
や
星
な
ど
に
も
詳
し
く
、
専
門
家
は
だ
し
の
説
明
を
し
て
く
れ

た
こ
と
」
も
あ
る
と
述
べ
て
い
る（

（（
（

。　

　

新
村
が
歌
の
題
材
に
選
ん
だ
の
は
、
草
花
や
星
な
ど
の
自
然
界
の
み
な
ら
ず
、
偕
老
を

誓
っ
た
愛
妻
や
慈
し
ん
で
止
ま
な
い
子
や
孫
で
あ
る
。

　

雑
誌
『
主
婦
乃
友
』
に
「
炉
辺
の
幸
福
」
の
題
で
、
文
化
勲
章
を
受
章
し
た
新
村
と
愛

妻
、
そ
し
て
孫
の
五
十
嵐
櫻
氏
の
写
真
と
記
事
が
掲
載
さ
れ
た
。
そ
こ
に
写
る
新
村
夫
妻
の

こ
と
を
櫻
氏
は
、
「
こ
の
写
真
の
祖
母
は
い
つ
も
の
よ
う
に
和
服
を
き
ち
ん
と
、
し
か
も
ゆ

る
や
か
に
着
こ
な
し
、
豊
か
な
白
髪
を
結
い
上
げ
、
そ
の
横
顔
の
美
し
い
こ
と
。
祖
父
が
惚

れ
こ
ん
だ
の
も
尤
も（

（（
（

」
と
述
べ
て
い
る
。
そ
の
記
事
と
写
真
を
見
る
に
、
火
鉢
を
囲
み
、
愛

妻
を
見
て
優
し
く
微
笑
む
穏
や
か
な
新
村
の
眼
差
し
か
ら
、
新
村
家
の
家
族
団
欒
の
様
子
が

う
か
が
え
る
。
ま
た
、
新
村
恭
氏
は
、
「
実
際
の
祖
父
は
、
孫
を
愛
す
る
好
々
爺
」
で
あ
り
、

「
家
を
訪
れ
た
孫
の
言
動
に
つ
い
て
詳
し
く
綴
っ
た
『
愛
孫
日
記
』
を
つ
け
て
い
た
ほ
ど（

（（
（

」

で
あ
っ
た
と
い
う
。

吾
妹
子
と
位
置
を
定
め
て
植
ゑ
さ
せ
し
泰
山
木
を
み
れ
ば
憶
ほ
ゆ（

（（
（

日
う
ら
ら
か
妻
子
ら
孫
ら
ま
ど
ゐ
し
て
吾
を
慶よ
ろ
こぶ
そ
の
さ
き
は
ひ
を（
（（
（

ひ
い
孫
に
や
さ
し
く
書
い
て
や
る
文
句
じ
つ
に
む
つ
か
し
そ
の
か
な
づ
か
ひ（
（（
（

　

特
に
昭
和
三
十
二
年
九
月
以
降
の
短
歌
に
は
、
先
立
っ
て
他
界
し
た
愛
妻
を
追
慕
し
た
歌

が
多
く
な
っ
て
く
る
。

　

亡
き
妻
が
耳
に
い
と
ひ
し
こ
ほ
ろ
ぎ
の
鳴
く
音
は
わ
び
し
わ
が
寝
ざ
め
に
も（

（（
（

冬
の
夜
の
ふ
け
ゆ
く
空
に
オ
リ
オ
ン
の
見
ゆ
と
告
げ
に
し
妻
は
い
ま
亡
し（
（（
（

　
　
　

　

歌
の
題
材
と
し
て
は
、
自
然
や
家
族
の
ほ
か
に
『
広
辞
苑
』
や
国
語
辞
書
も
取
り
上
げ
て

い
る
。

　

新
村
は
、
あ
く
ま
で
も
中
庸
の
姿
勢
を
守
り
、
『
現
代
か
な
づ
か
い
』
に
は
反
対
す
る
と

い
う
考
え
を
終
生
も
ち
つ
づ
け
な
が
ら
も
、
『
広
辞
苑
』
の
自
序
に
は
、
「
歴
史
的
仮
名
遣

ひ
」
や
「
現
代
か
な
づ
か
い
」
と
い
う
仮
名
遣
い
に
問
題
が
生
じ
な
い
言
葉
だ
け
を
選
ん
で

書
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
新
村
に
は
、
『
広
辞
苑
』
の
書
名
が
『
廣
辭
苑
』
で
は
な
く
『
広

辞
苑
』
と
な
っ
て
し
ま
う
こ
と
を
知
っ
て
、
一
晩
泣
き
明
か
し
た
と
い
う
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
あ

る
と
い
う（

（（
（

。
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広
辞
苑
ひ
も
と
き
見
る
に
ス
モ
ッ
グ
と
い
ふ
語
な
か
り
き
入
る
べ
き
も
の
を（
（（
（

　
　

国
語
辞
書
い
ま
だ
ヴ
の
音
ヴ
の
文
字
を
立
て
ず
に
ゐ
る
を
い
か
に
か
は
せ
む（
（（
（

　
　

ニ
ッ
ポ
ン
と
ニ
ホ
ン
と
称
呼
共
存
し
共
栄
ぞ
す
る
史
的
現
実（
（（
（

　

『
広
辞
苑
』
の
歌
に
は
、
『
広
辞
苑
』
の
初
版
に
ス
モ
ッ
グ
と
い
う
言
葉
が
入
っ
て
い
な

か
っ
た
こ
と
を
痛
恨
の
極
み
で
あ
る
と
す
る
歌
で
、
並
々
な
ら
ぬ
新
村
の
『
広
辞
苑
』
に
対

す
る
想
い
が
現
れ
て
い
る
一
首
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。

　

こ
の
よ
う
に
言
語
学
研
究
に
は
厳
し
い
新
村
で
は
あ
っ
た
が
、
以
下
の
よ
う
な
歌
も
詠
ん

で
い
る
。

　
　

　
　

高
峰
の
あ
め
り
か
だ
よ
り
夕
刊
に
出
で
し
回
り
に
赤
き
線
ひ
く（

（（
（

　
　

茶
の
間
な
る
亡
き
妻
の
座
に
程
近
く
デ
コ
の
ポ
ス
タ
ア
六
つ
七
つ
見
ゆ　

高
峰
秀
子（
（（
（

　

こ
の
二
首
は
、
と
も
に
女
優
の
高
峰
秀
子
を
詠
ん
だ
も
の
で
あ
る
。
デ
コ
ち
ゃ
ん
こ
と
高

峰
秀
子
の
大
フ
ァ
ン
に
な
り
、
満
面
の
笑
み
の
新
村
の
様
子
が
う
か
が
え
る
歌
で
あ
る
。

　

五
十
嵐
櫻
氏
は
、
「
生
ま
れ
て
初
め
て
観
る
映
画
の
こ
れ
も
初
め
て
見
る
主
演
女
優
、
高

峰
秀
子
に
ゾ
ッ
コ
ン
に
な
り
、
近
く
の
ナ
シ
ョ
ナ
ル
（
デ
コ
ち
ゃ
ん
が
コ
マ
ー
シ
ャ
ル
ガ
ー

ル
）
の
電
器
店
か
ら
等
身
大
の
デ
コ
ち
ゃ
ん
の
ポ
ス
タ
ー
を
い
ろ
い
ろ
貰
っ
て
来
て
、
茶
の

間
に
坐
っ
た
祖
父
の
囲
り
は
デ
コ
ち
ゃ
ん
だ
ら
け
・
・
・
。
し
か
も
谷
崎
潤
一
郎
さ
ん
が
文

人
好
き
の
デ
コ
ち
ゃ
ん
を
伴
っ
て
訪
ね
て
来
ら
れ
て
か
ら
は
も
う
夢
中
・
・
・（

（（
（

」
と
述
べ
て

い
る
。

　

高
峰
秀
子
は
そ
の
と
き
の
様
子
を
事
細
か
に
「
神
サ
マ
の
い
た
ず
ら
」
に
書
い
て
い
る
。

「
新
村
博
士
の
、
水
茎
の
跡
う
る
わ
し
く
、
光
源
氏
の
如
き
テ
ン
メ
ン
た
る
歌
入
り
の
書
面

と
、
私
の
カ
ナ
ク
ギ
流
マ
ン
ガ
入
り
の
手
紙
が
い
っ
た
り
き
た
り
す
る
う
ち
に
、
と
う
と
う
、

と
い
っ
て
は
へ
ん
だ
が
、
八
十
三
歳
の
光
源
氏
と
三
十
四
歳
の
や
く
ざ
女
優
は
対
面
せ
ざ

る
を
得
な
い
ハ
メ
に
な
っ
た
。
仲
を
と
り
持
っ
た
の
は
イ
タ
ズ
ラ
神
サ
マ
の
代
理
人
で
あ
る
、

現う
つ
し
み身

の
谷
崎
潤
一
郎（
（（
（

」
で
あ
っ
た
。

　

「
上
が
り
か
ま
ち
の
正
面
の
壁
に
、
私
の
等
身
大
よ
り
も
っ
と
大
き
な
ナ
シ
ョ
ナ
ル
の
色

つ
き
ポ
ス
タ
ー
が
ビ
ロ
ン
！　

と
下
が
り
、
ニ
タ
ッ
と
歯
を
ム
キ
出
し
た
私
の
顔
が
こ
っ
ち

を
向
い
て
い
る
で
は
な
い
か
」
、
「
そ
の
ポ
ス
タ
ー
の
、
ち
ょ
う
ど
私
の
オ
ッ
パ
イ
の
あ
た

り
に
頭
が
届
く
寸
法
で
和
服
姿
の
新
村
博
士
が
こ
よ
な
く
優
し
い
微
笑
を
浮
か
べ
て
、
私

た
ち
を
迎
え
」
た
の
は
、
「
五
尺
に
満
た
な
い
小
柄
な
身
体
の
上
に
、
内
裏
雛
の
よ
う
に
色

白
、
繊
細
、
端
麗
な
顔
が
乗
っ
て
い
る
美
し
い
男
性（

（（
（

」
で
あ
っ
た
。
「
博
士
は
、
ヒ
ヨ
ヒ
ヨ

ヒ
ヨ
ッ
、
と
書
斎
へ
足
を
運
ぶ
と
、
私
の
写
真
の
谷
間
に
埋
も
れ
た
よ
う
な
書
き
も
の
机
の

前
に
、
チ
ン
と
座
っ
て
『
エ
ヘ
ヘ
』
と
笑
っ
て
み
せ
た（

（（
（

」
の
で
あ
る
。

　

新
村
は
、
「
女
優
さ
ん
と
私
」
の
中
で
、
「
茶
の
間
の
、
元
来
は
妻
の
座
で
あ
っ
た
席
の

壁
上
に
、
大
中
小
、
種
々
の
美
容
が
微
笑
を
以
て
常
住
こ
の
寂
し
き
学
究
を
慰
め
て
」
く
れ

た
の
で
、
読
書
に
飽
き
て
退
屈
し
た
と
き
に
、
そ
れ
ら
の
肖
像
を
仰
視
す
る
と
、
「
と
み
に

精
神
が
回
復
し
て
く
る
の
が
う
れ
し
い
」
と
述
べ
て
い
る（

（（
（

。
こ
の
「
茶
の
間
の
、
元
来
は
妻

の
座
で
あ
っ
た
席
の
壁
上
に
、
大
中
小
、
種
々
の
美
容
」
と
は
、
前
述
の
短
歌
「
茶
の
間
な

る
亡
き
妻
の
座
に
程
近
く
デ
コ
の
ポ
ス
タ
ア
六
つ
七
つ
見
ゆ　

高
峰
秀
子
」
、
す
な
わ
ち
今

は
亡
き
愛
妻
が
座
っ
て
い
た
席
の
近
く
に
あ
る
大
中
小
あ
わ
せ
て
六
七
枚
の
ポ
ス
タ
ー
に
描

か
れ
た
高
峰
秀
子
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。

新
村
の
短
歌
か
ら
、
以
下
の
こ
と
が
言
え
よ
う
。

新
村
恭
氏
は
「
『
ス
ロ
ー
・
バ
ッ
ト
・
ス
テ
デ
ィ
』
は
我
が
家
の
『
家
風
』
と
い
っ
て
も

い
い
」
と
述
べ
て
い
る（

（（
（

が
、
新
村
の
短
歌
も
同
様
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
前
述
の
よ
う
に
、
新

村
の
歌
道
の
歩
み
は
、
「
休
み
休
み
、
ぶ
ら
ぶ
ら
し
な
が
ら
」
、
し
か
し
「
自
省
」
あ
る
い

は
「
自
判
」
し
、
「
己
を
知
り
、
己
を
恃
み
」
、
「
独
歩
、
独
楽
」
、
「
孤
負
も
せ
ず
、
和

協
を
も
っ
ぱ
ら
」
と
し
て
お
り
、
新
村
は
中
庸
の
姿
勢
を
守
り
、
「
善
良
な
る
平
凡
人
た
ら

ん
こ
と
を
期
す
る
だ
け
」
と
い
う
、
一
貫
し
た
信
条
を
持
ち
合
わ
せ
て
い
た
の
で
あ
る
。
土

岐
が
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
新
村
は
そ
の
信
条
を
表
す
た
め
に
、
つ
ね
に
四
恩
を
説
い
て
、

そ
の
体
得
の
う
ち
に
、
不
断
の
努
力
を
か
さ
ね
て
い
る
の
で
あ
る
。

ま
た
、
新
村
の
短
歌
は
、
『
古
今
和
歌
集
』
か
ら
も
の
の
感
じ
方
や
も
の
の
見
方
を
得
て

い
る
。
歌
題
に
選
ん
だ
の
は
、
草
花
や
星
な
ど
の
自
然
界
の
み
な
ら
ず
、
偕
老
を
誓
っ
た
愛

妻
や
こ
よ
な
く
愛
し
た
子
や
孫
で
あ
り
、
大
フ
ァ
ン
の
女
優
の
高
峰
秀
子
で
あ
っ
た
。

言
語
学
・
国
語
学
研
究
の
大
家
で
あ
り
、
『
広
辞
苑
』
の
編
者
で
あ
る
新
村
出
に
は
、
学

問
の
大
家
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
堅
く
て
厳
し
い
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
を
世
間
一
般
か
ら
も
た
れ

が
ち
だ
が
、
新
村
が
詠
ん
だ
短
歌
か
ら
は
、
自
然
界
を
愛
す
る
穏
や
か
で
温
厚
な
面
、
争
い

を
好
ま
な
い
中
庸
を
守
る
面
、
ま
た
家
庭
的
な
、
好
々
爺
ぶ
り
を
披
露
す
る
面
、
さ
ら
に
は

女
優
の
大
フ
ァ
ン
に
な
る
と
い
う
ユ
ー
モ
ラ
ス
な
面
が
う
か
が
え
る
の
で
あ
る
。
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三　

や
ま
ぐ
ち
生
ま
れ
の
新
村
出

　

や
ま
ぐ
ち
生
ま
れ
の
新
村
出
を
研
究
す
る
契
機
と
な
っ
た
の
は
、
平
成
十
九
年
度
徳
山
大
学

地
域
文
化
講
座
「
『
広
辞
苑
』
の
編
纂
者　

新
村
出
」
の
講
師
を
依
頼
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。

　

こ
れ
ま
で
新
村
出
と
い
え
ば
、
言
語
学
者
・
国
語
学
者
で
あ
る
こ
と
、『
広
辞
苑
』
の
編

者
で
あ
る
こ
と
、
そ
れ
以
外
は
出い

づ
るの

命
名
の
由
来
を
知
っ
て
い
る
程
度
で
あ
っ
た
筆
者
は
、

や
ま
ぐ
ち
生
ま
れ
の
新
村
出
と
い
う
側
面
か
ら
研
究
を
始
め
た
の
で
あ
る
。

（
一
）
や
ま
ぐ
ち
の
想
い
出
―
山
口
町
道
場
門
前
・
防
府
町
三
田
尻
―

　

新
村
の
命
名
の
由
来
に
つ
い
て
は
、「
私
の
生
れ
故
鄕
山
口
を
偲
ぶ
」
に
記
載
さ
れ
て
い

る
。
す
な
わ
ち
、「
父ち

ゝ

は
私わ
た
しが
生う
ま

れ
た
明め
い
ぢ治
九
年ね
ん

の
春は
る

に
山や
ま
が
た形
か
ら
轉て
ん
に
ん任
し
て
來き

た
。
山や
ま
が
た形

か
ら
山や

ま
ぐ
ち口
へ
來き

た
と
云い

ふ
の
で
山や
ま

の
字じ

を
重か
さ

ね
て
、
私わ
た
しの
名な

を
出
（
い
づ
る
）
と
命め
い
め
い名
さ
れ

た
こ
と
は
、
よ
く
私わ

た
しが
人ひ
と

に
語か
た

つ
た
所と
こ
ろで
あ
る
。
そ
し
て
親し
ん
せ
き戚
の
老ら
う
じ
ん人
が
、
そ
れ
に
因ち
な

ん
で

後こ
う
ね
ん年

號が
う

を
重ち
や
う
ざ
ん山と

附つ

け
て
く
れ
た（
（（
（

」
と
あ
る
。『
新
村
出
全
集
』
第
十
四
巻
随
想
篇
Ⅳ
に
お

い
て
も
、「
わ
が
生
涯
を
顧
み
て
」
や
「
回
想
十
話
」（「
命
名
の
興
味
」）
な
ど
随
所
に
出
の

命
名
の
由
来
が
記
さ
れ
て
い
る（

（（
（

。

　

新
村
は
、『
婦
人
之
友
』
第
三
十
四
巻
第
六
號
（
昭
和
十
五
年
））の
口
繪
「
私
の
鄕
里
」
に

「
私
の
生
れ
故
鄕
山
口
を
偲
ぶ
」
と
題
し
て
、
や
ま
ぐ
ち
に
つ
い
て
記
述
し
て
い
る
。
少
し
長

く
な
る
が
、
以
下
に
そ
の
抜
粋
を
示
す
。
な
お
、
掲
載
写
真
は
、
残
存
す
る
新
村
出
自
筆
原
稿

「
私
の
生
れ
故
鄕
山
口
を
偲
ぶ
」（
婦
人
之
友
社
所
蔵
）
で
あ
る
。
こ
の
自
筆
原
稿
は
、
運
良

く
、
婦
人
之
友
社
に
所
蔵
さ
れ
て
お
り
、
一
部
欠
損
し
て
い
る
も
の
の
保
存
状
態
が
よ
い
。
な

お
、
自
筆
原
稿
の
写
真
の
掲
載
に
つ
い
て
は
、
婦
人
之
友
社
に
許
諾
を
得
て
い
る
。

　

私
の
生
れ
故
鄕
山
口
を
偲
ぶ

　

私わ
た
しの

生う
ま

れ
故こ

鄕き
よ
うは

山や
ま
ぐ
ち口

で
あ
る
。
明め
い
ぢ治

九
年ね
ん

の
十
月ぐ
わ
つ

恰あ
た
かも

萩は
ぎ

の
亂ら
ん

が
起お
こ

る
少す
こ

し
前ま
へ

に
、

そ
こ
の
道だ

う

場ぢ
や
う

門も
ん

前ぜ
ん

町ち
や
うに 

生う
ま

れ
た
。
東と
う
ほ
く北

か
ら
西せ
い
な
ん南

に
走は
し

つ
て
湯ゆ

だ田
や
小を

郡ご
ほ
りの

方は
う

へ
向む
か

ふ
山や
ま
ぐ
ち口
の
中ち
う

央あ
う

街が
い
ろ路
の
眞ま
ん

中な
か

か
ら
少す
こ

し
南み
な
みに
は
づ
れ
た
所と
こ
ろに
、
一い
ち

之の

坂さ
か

川が
は

と
い
ふ
小を

川が
は

が
南な
ん
か下
し
て
天て
ん

神じ
ん

川が
は

す
な
は
ち
椹ふ
し

野の

川が
は

と
い
ふ
の
へ
注そ
ゝ

ぐ
が
、
そ
の
小を

川が
は

が
道だ
う

場ぢ
や
う

門も
ん

前ぜ
ん

町ち
や
うを

横よ
こ

切ぎ

る
と
こ
ろ
の
川か
は

沿ぞ

ひ
の
屋や
し
き敷

、
そ
の
橋は
し

の
袂た
も
との

左
ひ
だ
り

詰づ

め
の
家
が
、
私わ
た
しの

生う
ま

れ

た
家い

へ

で
あ
つ
た
。
向む
か

ひ
の
家い
へ

は
印い
ん

判ば
ん

屋や

で
あ
つ
た
こ
と
だ
け
覺お
ぼ

え
て
ゐ
る
。
そ
こ
の
店み
せ

の
前ま
へ

に
は
よ
く
遊
び
に
い
つ
て
可か
は
い愛
が
ら
れ
も
し
た
こ
と
を
覺お
ぼ

え
て
ゐ
る
。
後こ
う
ね
ん年
そ
の

地ち

を
尋た
づ

ね
て
い
つ
て
夢ゆ
め

が
さ
め
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
小を
が
は川

は
も
つ
と
大お
ほ

き
な
川か
は

で
あ

つ
た
と
記き

お
く憶
し
て
ゐ
た
の
で
あ
つ
た
が
、
せ
ま
く
て
而し
か

も
淺あ
さ

い
小を
が
は川
で
あ
つ
た
の
が

不ふ
し
ぎ思議
で
た
ま
ら
な
い
。
も
つ
と
水み
づ

が
澤た
く

山さ
ん

あ
つ
て
、
桃も
ゝ

太た
ら
う郎
の
桃も
ゝ

が
流な
が

れ
て
來き

た
の

も
こ
の
川か

は

で
あ
つ
た
様や
う

に
感か
ん

じ
る
。
川か
は

沿ぞ

ひ
の
家い
へ

で
あ
つ
た
か
ら
、
白し
ろ

い
塀へ
い

の
中な
か
ほ
ど程

あ

た
り
の
處と

こ
ろか

ら
川か
は

へ
下お

り
て
ゆ
け
た
の
で
、
お
婆ば
あ

さ
ん
が
洗せ
ん
た
く濯

を
し
て
桃も
ゝ

の
流な
が

れ
寄よ

る

の
を
拾ひ

ろ

つ
た
の
は
、
ど
う
も
こ
の
川か
は

の
ふ
ち
の
そ
の
邊へ
ん

だ
と
思
へ
て
な
ら
な
い
。
後の
ち

ま

で
も
桃も

ゝ

太た
ら
う郎
の
話は
な
しを
き
く
と
、
き
つ
と
そ
の
川か
は

が
眼め

に
浮う
か

ん
だ
も
の
だ
（
写
真
１
、
写

真
２

（
（（
（

）
。

　

私わ
た
しは

こ
の
生う
ま

れ
故こ

鄕き
や
うで

は
、

當た
う

時じ

の
小せ
う
が
く學

校か
う

に
一
年ね
ん

位ぐ
ら
ゐは

ゐ

た
筈は

ず

で
、
六
歳さ
い

の
と
き
、
明め
い
ぢ治

十
五
年ね

ん

に
父ち
ゝ

の
轉て
ん

任に
ん

と
共と
も

に

東と
う
き
や
う
京
に
も
ど
り
、
そ
れ
か
ら

下し
も
ふ
さ總
の
佐さ

原は
ら

や
靜
岡
な
ど
と

轉て
ん

々〳
〵

し
た
。
然し
か

し
六
歳さ
い

ま
で
を

す
ご
し
て
、
ほ
ん
の
ぼ
ん
や
り

し
た
記き

お
く憶

し
か
殘の
こ

ら
な
い
山や
ま
ぐ
ち口

の
地ち

が
、
ぼ
お
つ
と
夢ゆ
め

か
霞か
す
みの

や
う
に
展て

ん
か
い開

す
る
の
が
、
私わ
た
しに

は
こ
の
上う

へ

な
く
な
つ
か
し
い
。

そ
の
後ご

四
五
十
年ね
ん

し
て
二
度ど

め

三
度ど

め
に
道
だ
う
じ
や
う場

門も
ん
ぜ
ん前

の
橋
き
や
う
じ
や
う

上
や

屋や

敷し
き

の
門も
ん
ぜ
ん前

に
立た

つ
て
、
人ひ
と

の

撮と

つ
た
寫し
や

眞し
ん

を
母は
ゝ

に
送お
く

り
届と
ゞ

け

た
こ
と
も
あ
つ
た
し
、
末ま

つ

女ぢ
よ

が

三
田た

じ
り尻
出し
ゆ
つ
し
ん
身
の
人ひ
と

に
嫁と
つ

ぎ
、
相あ
い

共と
も

に
私わ
た
しの

生せ
い
か家

の
門も
ん
ぜ
ん前

を
お
と

づ
れ
て
、
橋

き
や
う
じ
や
う

上
に
立た

つ
末ま
つ
ぢ
よ女

を

カ
メ
ラ
に
収を

さ

め
た
様や
う

な
こ
と
も

あ
つ
た（

（（
（

。
（
写
真
３
）

【写真3】 【写真2】 【写真1】

新村出自筆原稿「私の生れ故鄕山口を偲ぶ」（婦人之友社所蔵）
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新
村
が
生
ま
れ
た
の
は
、
山
口
町
（
現
在
、
山
口
市
）
道
場
門
前
で
、
生
家
（
元
の
安
部

本
陣
）
の
近
く
を
流
れ
る
川
は
一
の
坂
川
、
生
家
の
ほ
ど
近
く
に
架
か
る
橋
は
現
在
の
安
部

橋
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

年
譜
に
よ
る
と
、
前
述
の
末
女
（
次
女
）
新
村
洋
子
氏
が
防
府
町
（
現
在
、
防
府
市
）
三

田
尻
の
福
田
恒
甫
氏
の
長
男
正ま

さ
し氏
に
嫁
い
だ
の
は
、
昭
和
八
年
（
一
九
三
三
）
五
月
七
日
で
、

翌
年
の
昭
和
九
年
（
一
九
三
四
）
十
月
中
旬
か
ら
下
旬
に
か
け
て
、
新
村
は
福
岡
に
出
張
し
、

そ
の
帰
途
三
田
尻
に
宿
泊
し
て
い
る
。
前
年
に
防
府
の
三
田
尻
に
嫁
い
だ
洋
子
氏
の
新
居
に

宿
泊
し
、
安
部
橋
で
洋
子
氏
を
カ
メ
ラ
に
収
め
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
前
述
の

五
十
嵐
櫻
氏
は
、
洋
子
氏
の
長
女
で
あ
る
。

年
譜
に
よ
る
と
、
新
村
が
や
ま
ぐ
ち
を
離
れ
て
か
ら
、
ふ
た
た
び
や
ま
ぐ
ち
を
訪
れ
た
の

は
、
以
下
の
三
回
で
あ
る
。

①
大
正
六
年
（
一
九
一
七
）
五
月
初　

鹿
児
島
か
ら
長
崎
に
入
り
、
古
社
寺
旧
史
蹟
を
巡
歴

し
、
そ
の
帰
途
、
十
二
日
に
山
口
に
立
ち
寄
る
（
四
十
二
歳
）
。
新
村
は
「
五
十
年
前
の

回
顧
」
の
中
で
、
「
大
正
六
年
の
初
夏
私
は
ほ
ん
の
半
日
間
山
口
に
遊
び
図
書
館
に
訪
書

し
旧
宅
趾
を
回
顧
し
な
ほ
ま
た
毛
利
公
の
名
苑
に
故
人
渡
辺
菅
吾
翁
と
佐
野
友
三
郎
氏
に

導
か
れ
て
懐
旧
の
情
を
縦
ま
ゝ
に
す
る
こ
と
を
得
た
こ
と
が
あ
っ
た
」
と
述
べ
て
い
る（

（（
（

。

②
昭
和
二
年
（
一
九
二
七
）
十
月　

福
岡
の
帝
大
図
書
館
協
議
会
に
出
席
し
、
鹿
児
島
で
開

催
さ
れ
た
全
国
図
書
館
協
会
大
会
及
び
西
郷
南
州
五
十
年
祭
に
列
席
。
そ
の
後
山
口
に
寄

り
帰
洛
す
る
（
五
十
二
歳
）
。

③
昭
和
九
年
（
一
九
三
四
）
十
月
中
～
下
旬　

帝
大
図
書
館
協
議
会
大
会
に
出
席
の
た
め
福

岡
へ
出
張
。
帰
途
長
府
尊
攘
堂
、
萩
の
史
蹟
及
先
考
遺
蹟
を
訪
ね
、
防
府
三
田
尻
に
宿
泊

す
る
（
五
十
九
歳
）
。

　

生
れ
た
家
の
記
憶
は
、
こ
ん
な
斷
片
の
二
つ
三
つ
し
か
な
い
。
い
や
、
ま
だ
一
つ
あ

る
。
父
（
關
口
隆
吉
）
が
地
方
官
で
あ
つ
た
か
ら
、
年
に
一
度
く
ら
ゐ
上
京
す
る
、
東

京
へ
連
れ
て
い
つ
て
貰
ひ
た
く
て
堪
ら
な
か
っ
た
。
五
つ
六
つ
の
こ
ろ
だ
ろ
う
、
大
分

せ
が
ん
だ
と
見
え
る
が
、
同
伴
が
出
来
な
か
つ
た
代
り
に
、
小
さ
な
机
を
一
つ
貰
つ
た
。

こ
の
机
は
幸
に
も
六
十
年
間
も
保
つ
て
ゐ
て
、
今
も
こ
の
書
齋
の
坐
右
に
書
物
な
ど
を

載
せ
る
臺
に
使
つ
て
ゐ
る（

（（
（

。

　

こ
れ
は
、
新
村
が
六
十
五
歳
の
大
正
十
五
年

に
、
前
述
の
『
婦
人
之
友
』
に
掲
載
さ
れ
た
も

の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
実
父
隆
吉
に
買
っ
て
も

ら
っ
た
小
さ
な
机
は
、
百
四
十
年
近
く
経
過
し

た
今
も
、
重
山
文
庫
内
に
復
元
さ
れ
た
書
斎
に

置
い
て
あ
る
。
こ
の
文
机
は
、
新
村
が
亡
く
な

る
ま
で
九
十
年
近
く
も
使
っ
て
い
た
こ
と
か
ら
、

父
親
に
買
っ
て
貰
い
宝
物
の
よ
う
に
大
切
に
し

て
い
た
思
い
出
の
机
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

下
の
写
真
は
、
重
山
文
庫
内
に
復
元
さ
れ
た
書

斎
に
あ
る
文
机
と
松
か
さ
で
あ
る
。
重
山
文
庫
の
許
可
を
得
て
、
安
光
が
撮
影
し
た
。
ほ
か

に
重
山
文
庫
に
は
、
新
村
が
こ
の
世
に
生
を
受
け
た
と
き
に
着
用
し
て
い
た
産
着
も
保
管
さ

れ
て
い
る
。

こ
う
と
く

4

4

4

4

様
（
字
は
不
明
）
の
お
祭
り
に
、　

（
中
略
）

娘
た
ち
も
皆
ピ
ラ
〳
〵
を
つ
け
て
、
お
ふ
り
そ
で
で
ね
こ
じ
や
ら
し
に
帯
を
し
め
て
、

芝
居
の
お
姫
様
の
や
う
に
着
か
ざ
つ
て
お
ま
ゐ
り
に
行
く
。
私
と
出
は
、
い
つ
も
女
中

共
に
つ
れ
ら
れ
て
、
諸
方
へ
行
つ
た
が
、
ど
こ
へ
行
つ
て
も
、
令
様
の
ボ
チ
サ
マ
と
ゴ

モ
ジ
サ
マ
（
ボ
チ
サ
マ
と
は
坊
さ
ま
、
ゴ
モ
ジ
サ
マ
と
は
お
嬢
様
）
で
大
切
に
さ
れ
た
。

外
郎
屋
へ
行
つ
た
時
な
ど
は
、
ま
る
で
若
君
姫
君
で
も
お
成
り
に
な
つ
た
よ
う
に
気
は

ず
か
し
か
つ
た
。
外
郎
屋
は
大
き
な
家
で
店
の
右
手
に
門
が
あ
つ
て
、
私
共
が
行
つ
た

ら
大
門
を
開
き
奥
坐
敷
へ
通
し
、
床
の
間
の
前
に
錦
の
座
ぶ
と
ん
を
置
い
て
、
出
と
私

が
す
わ
る
と
家
の
主
人
と
主
婦
が
挨
拶
に
出
て
来
て
次
の
間
で
礼
を
す
る
。
き
れ
い
な

女
が
高
坏
に
外
郎
を
盛
っ
て
、
目
八
分
で
持
つ
て
来
て
前
へ
置
い
て
下
る
と
云
ふ
尊
敬

ぶ
り
で
あ
つ
た
。
こ
れ
も
父
上
の
御
功
績
と
お
徳
の
た
ま
も
の
で
あ
つ
た
の
で
あ
る
。

誠
に
夢
の
や
う
な
追
憶
で
あ
る（

（（
（

。

　

こ
れ
は
、
「
姉
の
手
紙
」
の
一
部
で
、
こ
こ
に
登
場
す
る
外
郎
屋
は
、
福
田
屋（

（（
（

（
山
口
町

御
堀
）
の
こ
と
で
あ
る
。
着
飾
っ
た
姉
と
新
村
が
福
田
屋
に
出
か
け
、
主
人
な
ど
に
歓
待
さ

れ
た
様
子
が
記
さ
れ
て
い
る
。

新村出の文机（重山文庫所蔵）
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（
二
）
同
郷
の
因
縁
―
種
田
山
頭
火
ー

　

新
村
は
、
種
田
山
頭
火
に
関
す
る
著
書
の
序
文
を
三
点
書
い
て
い
る
。

　

一
つ
目
は
、
『
あ
の
山
越
え
て
』
の
序
文（

（（
（

で
あ
る
。
新
村
は
、
山
頭
火
と
同
郷
で
あ
る
と

い
う
こ
と
か
ら
、
山
頭
火
へ
の
親
愛
感
が
強
く
な
っ
た
と
記
し
て
い
る
。
以
下
は
、
『
あ
の

山
越
え
て
』
の
序
文
の
抜
粋
で
あ
る
。

　

私
は
山
頭
火
の
鄕
土
と
は
近
い
周
防
の
山
口
に
生
れ
た
。
何
十
何
年
ま
へ
に
な
る
の

か
は
知
ら
な
い
け
れ
ど
も
、
山
頭
火
と
同
鄕
人
め
い
た
一
種
の
關
係
が
、
一
層
彼
に
向

か
つ
て
私
の
親
愛
感
を
つ
よ
く
し
た
こ
と
は
爭
は
れ
な
か
つ
た
。

同
序
文
に
は
、
大
山
澄
太
氏
か
ら
序
文
を
頼
ま
れ
た
数
日
前
、
岩
波
文
庫
の
『
奥
の
細

道
』
の
ト
ビ
ラ
に
書
い
た
即
興
の
一
句
が
目
に
と
ま
っ
た
こ
と
も
記
し
て
い
る
。
ま
た
、
や

ま
ぐ
ち
付
近
で
読
ん
だ
『
奥
の
細
道
』
、
「
故
郷
や
ま
ぐ
ち
」
、
「
同
郷
（
や
ま
ぐ
ち
）
の

種
田
山
頭
火
」
、
こ
の
三
者
が
「
妙
な
霊
通
」
で
結
び
つ
い
て
い
る
と
、
新
村
は
記
し
て
い

る
の
で
あ
る
。
（
こ
の
『
奥
の
細
道
』
が
重
山
文
庫
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
判
明
し
た

の
で
、
重
山
文
庫
の
許
可
を
得
て
、
安
光
が
撮
影
し
た
文
庫
本
の
写
真
も
併
せ
て
掲
載
す

る
。
）

　

妙
な
靈
通
で
、
大
山
さ
ん
か
ら
、
こ
の
序
文
を
頼
ま
れ
た
數
日
前
の
こ
と
、
偶
々
奥

の
細
道
を
見
る
必
要
が
生
じ
て
、
岩
波
文
庫
本
の
架
上
か
ら
、
そ
の
本
を
取
出
し
て
明

け
て
み
た
と
こ
ろ
、
そ
の
本
の
ト
ビ
ラ
に
、
右
が
は
に
、
昭
和
二
年
十
二
月
二
十
六
七

日
と
錄
し
て
、
「
鹿
兒
島
よ
り
日
豐
線
を
經
て
の
歸
る
さ
、
下
の
關
に
て
こ
れ
を
求
め
、

山
口
を
訪
ふ
道
、
京
に
回
る
道
に
よ
み
ぬ
」
と
附
記
し
、
そ
の
左
が
は
に
、
「
な
つ
か

し
や
う
ま
れ
故
鄕
の
初
し
ぐ

れ
」
と
卽
興
の
一
句
を
か
き
、

「
二
十
六
日
夕
ぐ
れ
山
口
に

て
」
と
註
し
て
あ
る
の
が
眼

に
つ
い
た
。
山
口
に
そ
の
後

「
年
た
け
て
」
再
遊
し
た
こ

と
は
憶
え
て
ゐ
る
が
、
奥
の

細
道
を
、
馬
關
で
買
つ
て
こ

ん
な
文
句
を
萬
年
筆
で
書
い
た
こ
と
は
全
く
忘
れ
て
居
た
の
で
あ
る
。

　

山
頭
火
が
山
口
あ
た
り
の
行
乞
は
何
年
幾
度
目
か
は
今
す
ぐ
し
ら
べ
る
こ
と
は
出
來

ぬ
が
、
此
度
そ
の
紀
行
文
が
單
行
さ
れ
る
の
で
、
早
く
讀
む
の
を
た
の
し
み
に
し
て
ゐ

る
。

　

二
つ
目
は
、
「
山
頭
火
を
愛
読
し
て（

（（
（

」
で
あ
る
。
新
村
は
、
山
頭
火
に
よ
っ
て
、
新
傾
向

や
自
由
律
の
俳
句
の
本
質
を
知
る
機
会
と
な
っ
た
と
記
し
て
い
る
。
山
頭
火
の
句
や
紀
行
に

散
見
す
る
地
名
に
も
親
し
み
が
感
じ
ら
れ
た
と
い
う
「
宿
縁
」
や
「
前
世
の
因
縁
」
か
ら
か
、

次
第
に
山
頭
火
に
引
き
つ
け
ら
れ
て
い
っ
た
新
村
は
、
『
広
辞
苑
』
に
山
頭
火
の
項
目
が
未

掲
載
で
あ
る
こ
と
を
痛
恨
に
堪
え
な
い
と
記
し
て
い
る
。
以
下
は
、
「
山
頭
火
を
愛
読
し

て
」
の
抜
粋
で
あ
る（

（（
（

。

　

　

山
頭
火
は
、
明
治
九
年
（
一
八
七
六
年
）
私
が
生
れ
た
山
口
市
と
も
遠
か
ら
ず
、
彼

が
昭
和
八
年
（
一
九
三
三
年
）
以
来
、
私
の
深
い
姻
戚
地
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
防
府

（
三
田
尻
）
の
生
れ
で
あ
る
こ
と
や
、
五
つ
六
つ
の
幼
時
に
私
が
知
っ
た
湯
田
の
こ
と

や
、
そ
れ
や
こ
れ
や
で
句
や
紀
行
に
散
見
せ
る
地
名
に
も
親
し
み
が
感
ぜ
ら
れ
た
宿
縁

と
い
は
う
か
、
前
世
の
因
縁
と
い
は
う
か
、
そ
ん
な
糸
に
む
す
び
つ
け
ら
れ
て
、
句
を

も
愛
誦
し
、
紀
行
を
も
愛
読
す
る
や
う
に
、
次
第
次
第
に
引
き
つ
け
ら
れ
て
い
っ
た
の

で
す
。
実
に
摩
訶
不
思
議
と
い
は
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
す
。
（
中
略
）

『
大
耕
』
に
よ
っ
て
山
頭
火
を
深
く
認
識
す
る
や
う
に
な
り
ま
し
た
が
、
そ
れ
ら
の
告

白
の
あ
と
、
痛
恨
に
耐
へ
な
い
の
は
、
拙
著
の
『
広
辞
苑
』
に
山
頭
火
の
こ
と
を
忘
却

し
た
こ
と
で
す
。
今
後
の
増
補
版
に
は
、
ぜ
ひ
加
へ
ね
ば
な
ら
な
い
と
注
意
し
ま
す
が
、

最
近
の
明
治
書
院
版
の
『
俳
諧
大
辞
典
』
に
は
、
約
一
欄
そ
れ
が
出
て
ゐ
る
の
は
う
れ

し
い
こ
と
で
し
た
。

　　

三
つ
目
は
、
大
山
澄
太
氏
か
ら
依
頼
を
受
け
て
書
い
た
『
其
中
日
記（

（（
（

』
の
序
文
で
あ
る
。

新
村
は
、
や
ま
ぐ
ち
の
文
学
者
で
あ
る
種
田
山
頭
火
フ
ァ
ン
の
一
人
に
な
っ
た
と
記
し
て
い

る
。
新
村
は
、
山
頭
火
の
こ
と
を
最
初
は
知
ら
な
か
っ
た
が
、
作
品
を
読
む
う
ち
に
、
山
頭

火
の
フ
ァ
ン
に
な
り
、
そ
の
要
因
と
し
て
、
山
頭
火
の
人
柄
や
句
風
、
そ
れ
に
相
ま
っ
て
、

山
頭
火
と
同
郷
で
あ
る
こ
と
を
挙
げ
て
い
る
。
以
下
は
、
『
其
中
日
記
』
の
序
文
の
抜
粋
で

あ
る（

（（
（

。

新村出による『奥の細道』トビ
ラへの書き込み（重山文庫所蔵）
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神
田
神
保
町
あ
た
り
の
書
店
で
、
未
だ
名
も
知
ら
な
い
種
田
山
頭
火
な
る
も
の
の
一

随
筆
を
見
つ
け
て
購
入
し
、
何
だ
か
心
ひ
か
れ
て
、
帰
洛
の
途
中
で
愛
読
に
耽
つ
た
の

が
、
機
縁
で
あ
つ
た
。
そ
の
出
身
が
山
口
あ
た
り
で
、
偶
然
の
同
郷
た
る
こ
と
も
、
最

初
は
知
ら
な
か
つ
た
。
随
筆
集
や
、
紀
行
書
や
、
俳
句
集
を
、
ぞ
く
ぞ
く
愛
読
す
る
毎

に
、
そ
の
人
物
、
そ
の
句
風
、
い
よ
い
よ
自
分
の
趣
好
に
触
れ
て
来
る
に
至
り
、
い
つ

し
か
生
れ
故
郷
の
回
想
も
手
伝
つ
て
、
山
頭
火
フ
ァ
ン
の
一
人
と
な
り
了
し
た
。

　

以
上
の
よ
う
に
、
新
村
は
、
同
郷
の
因
縁
め
い
た
も
の
、
前
世
の
因
縁
め
い
た
も
の
、
宿

縁
め
い
た
も
の
を
感
じ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
種
田
山
頭
火
フ
ァ
ン
の
一
人
に
な
っ
た
と
言
っ

て
み
た
り
、
『
広
辞
苑
』
の
初
版
に
、
種
田
山
頭
火
の
項
目
を
落
と
し
て
い
た
こ
と
を
痛
恨

の
極
み
と
言
っ
て
み
た
り
も
し
て
い
る
。

（
三
）
前
世
の
因
縁
―
木
戸
孝
允
―

　

新
村
は
、
雑
誌
『
ホ
ー
ム
ラ
イ
フ
』
の
「
書
齋
と
書
齋
人
―
（
そ
の
十
三
）
―
」
に
、

「
私
の
書
齋
」
と
い
う
題
で
原
稿
を
書
い
て
い
る（

（（
（

。
新
村
の
京
都
に
あ
る
邸
宅
は
、
実
父
関

口
黙
斎
（
隆
吉
）
が
松
菊
公
（
木
戸
孝
允
・
桂
小
五
郎（

（（
（

）
と
は
練
兵
館
で
同
門
で
あ
っ
た
関

係
（
（（
（

で
、
木
戸
の
邸
宅
を
譲
り
受
け
、
移
築
し
た
も
の
で
あ
る
。
ま
さ
に
、
前
世
の
因
縁
で
あ

る
。
そ
の
書
斎
は
、
最
愛
の
書
斎
で
あ
り
、
無
二
の
書
斎
で
あ
る
と
記
し
て
い
る
。
以
下
は
、

「
私
の
書
齋
」
の
抜
粋
で
あ
る
。

　

元
來
こ
の
家
は
明
治
初
年
に
木
戸
松
菊
公
が
鴨
川
の
西
畔
に
住
し
て
を
ら
れ
た
こ
ろ

の
邸
宅
、
し
か
も
そ
の
終
焉
の
邸
宅
と
な
つ
た
そ
の
一
部
分
で
、
そ
れ
が
大
正
十
二
年

に
今
の
木
戸
家
の
厚
意
で
私
に
授
か
り
、
そ
れ
を
私
が
こ
の
小
山
の
一
隅
に
移
築
し
た

も
の
で
あ
つ
た
。
回
顧
す
れ
ば
亡
父
の
關
口
黙
齋
が
松
菊
公
と
同
門
の
關
係
で
も
つ
て

維
新
後
推
輓
に
あ
づ
か
つ
た
前
世
の
因
縁
も
與
つ
て
幸
し
て
ゐ
る
と
い
は
ゞ
い
へ
よ

う
。
か
う
い
ふ
由
緒
づ
き
の
家
な
の
だ
が
、
そ
こ
に
元
來
東
に
面
し
た
書
齋
ら
し
き
四

疊
半
の
一
室
が
あ
つ
て
私
は
移
築
後
も
そ
れ
を
書
齋
に
あ
て
ゝ
ゐ
た
。
（
中
略
）
す
ぐ

前
方
の
緣
が
は
や
南
庭
に
は
、
數
人
の
孫
ど
も
が
、
國
旗
を
振
り
〳
〵
行
進
曲
を
う
た

つ
て
歩
い
た
り
、
或
は
ス
ベ
リ
台
、
あ
る
ひ
は
砂
遊
び
に
時
々
喧
嘩
を
す
る
仲
裁
役
を

勤
め
な
が
ら
、
圖
書
堆
裡
に
埋
れ
て
、
讀
み
書
き
に
耽
る
と
い
ふ
工
合
。
但
し
讀
書
に

は
親
し
み
、
執
筆
に
は
疎
く
な
る
一
方
で
あ
る
。
退
閑
の
後
に
は
ひ
た
す
ら
こ
の
一
室

を
最
愛
の
書
齋
と
し
て
悠
々
自
適
し
て
安
住
し
て
ゐ
る
。
東
隣
に
茶
の
間
あ
つ
て
、
茶

菓
子
を
も
の
す
る
に
適
し
、
北
邊
に
客
室
あ
つ
て
出
入
に
た
や
す
く
、
電
話
の
か
け
つ

け
、
ラ
ヂ
オ
の
苦
樂
、
探
し
物
に
は
老
妻
を
招
き
、
退
屈
に
は
愛
孫
を
抱
く
。
眞
に
こ

れ
無
二
の
書
齋
で
あ
る
。

　

ス
ベ
リ
台
や
砂
場
で
遊
ん
で
い
る
孫
た
ち
が
喧
嘩
に
な
っ
た
と
き
に
仲
裁
役
に
な
る
新
村
、

退
屈
に
な
っ
た
ら
愛
孫
を
抱
く
新
村
、
探
し
物
が
あ
る
と
き
な
ど
に
は
愛
妻
を
呼
ぶ
新
村
、

無
二
の
書
斎
で
、
か
け
が
え
の
な
い
家
族
に
囲
ま
れ
、
悠
々
自
適
に
安
住
す
る
新
村
で
あ
っ

た
。

　

以
上
、
や
ま
ぐ
ち
生
ま
れ
の
新
村
出
と
い
う
側
面
で
述
べ
て
き
た
。
前
述
の
よ
う
に
、
や

ま
ぐ
ち
を
離
れ
て
か
ら
、
や
ま
ぐ
ち
を
訪
れ
た
の
は
三
回
で
あ
る
。
し
か
も
、
や
ま
ぐ
ち
に

生
ま
れ
て
、
や
ま
ぐ
ち
で
暮
ら
し
た
の
は
、
わ
ず
か
で
あ
っ
た
が
、
や
ま
ぐ
ち
を
モ
チ
ー
フ

と
し
た
随
筆
か
ら
、
新
村
に
と
っ
て
は
、
や
ま
ぐ
ち
は
忘
れ
る
こ
と
の
で
き
な
い
故
郷
で
あ

る
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
れ
は
、
や
ま
ぐ
ち
出
身
の
種
田
山
頭
火
遺
稿
の
序
文
な
ど
に
、
「
同

郷
の
因
縁
」
「
機
縁
」
な
ど
と
記
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
う
か
が
え
る
。

四　

お
わ
り
に

　

新
村
出
に
つ
い
て
は
、
言
語
学
者
・
国
語
学
者
と
し
て
の
傑
出
し
た
業
績
の
面
に
強
い
光

が
あ
た
り
、
文
学
者
と
し
て
の
面
は
さ
ほ
ど
注
目
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
、
本
論
文

で
は
、
こ
れ
ま
で
ほ
と
ん
ど
論
じ
ら
れ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
文
学
者
と
し
て
の
新
村
出
に
焦

点
を
合
わ
せ
て
、
さ
ら
に
は
、
や
ま
ぐ
ち
生
ま
れ
の
新
村
出
と
い
う
側
面
に
つ
い
て
論
じ
て

き
た
。

　

新
村
に
は
、『
重
山
集
』
な
ど
の
歌
集
が
あ
り
、
最
晩
年
の
十
年
間
の
歌
だ
け
で
も
数
万

首
に
の
ぼ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。
新
村
の
歌
道
の
歩
み
は
、「
休
み
休
み
、
ぶ
ら
ぶ
ら
し
な

が
ら
」、
し
か
し
「
自
省
」
あ
る
い
は
「
自
判
」
し
、「
己
を
知
り
、
己
を
恃
み
」、「
独
歩
、

独
楽
」、「
孤
負
も
せ
ず
、
和
協
を
も
っ
ぱ
ら
」
と
し
て
お
り
、
新
村
は
中
庸
の
姿
勢
を
守
り
、

「
善
良
な
る
平
凡
人
た
ら
ん
こ
と
を
期
す
る
だ
け
」
と
い
う
、
一
貫
し
た
信
条
を
持
ち
合
わ

せ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

文
化
勲
章
の
受
賞
者
と
し
て
、
ま
た
『
広
辞
苑
』
の
編
者
と
し
て
一
般
に
知
ら
れ
て
い
る
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新
村
は
、
学
問
の
大
家
で
あ
る
と
い
う
堅
く
て
厳
し
い
イ
メ
ー
ジ
を
世
間
一
般
か
ら
も
た
れ

が
ち
だ
が
、
新
村
が
詠
ん
だ
短
歌
か
ら
は
、
草
花
や
星
な
ど
の
自
然
界
を
愛
す
る
穏
や
か
で

温
厚
な
面
、
争
い
を
好
ま
な
い
中
庸
を
守
る
面
、
愛
妻
家
で
あ
り
、
子
や
孫
を
こ
よ
な
く
愛

す
る
家
庭
的
、
好
々
爺
ぶ
り
を
披
露
す
る
面
、
さ
ら
に
は
女
優
高
峰
秀
子
の
大
フ
ァ
ン
に
な

る
と
い
う
ユ
ー
モ
ラ
ス
な
面
が
う
か
が
え
た
。

　

最
後
に
、
や
ま
ぐ
ち
生
ま
れ
の
新
村
出
に
つ
い
て
で
あ
る
。
や
ま
ぐ
ち
時
代
を
回
想
し
た

随
筆
「
私
の
生
れ
故
鄕
山
口
を
偲
ぶ
」
の
中
で
、
実
父
隆
吉
が
山
形
（
県
令
）
か
ら
山
口

（
県
令
）
に
転
任
し
た
こ
と
か
ら
「
山
」
の
字
を
重
ね
て
出い

づ
ると
命
名
さ
れ
た
こ
と
や
、
随
筆

「
私
の
書
齋
」
の
中
で
、
新
村
の
京
都
の
邸
宅
は
、
実
父
隆
吉
が
木
戸
孝
允
と
練
兵
館
で
同

門
の
関
係
で
維
新
後
推
輓
に
与
っ
た
「
前
世
の
因
縁
」
よ
り
、
木
戸
邸
の
一
部
を
譲
り
受
け

移
築
し
た
も
の
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。

　

ま
た
、
親
交
の
深
い
大
山
澄
太
氏
の
依
頼
に
よ
り
、
大
山
編
纂
に
よ
る
種
田
山
頭
火
の

『
其
中
日
記
』
や
『
あ
の
山
越
え
て
』
の
序
文
を
書
い
て
い
る
。
そ
の
中
で
、
「
同
郷
め
い

た
一
種
の
關
係
」
や
「
故
郷
の
回
想
も
手
伝
っ
て
」
、
山
頭
火
フ
ァ
ン
に
な
っ
た
と
も
述
べ

て
い
る
。

　

こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
随
筆
な
ど
の
随
所
に
や
ま
ぐ
ち
に
ま
つ
わ
る
事
柄
が
見
ら
れ
、
や

ま
ぐ
ち
で
生
ま
れ
、
や
ま
ぐ
ち
で
暮
ら
し
た
の
は
わ
ず
か
な
期
間
で
あ
っ
た
が
、
新
村
に

と
っ
て
や
ま
ぐ
ち
は
、
生
ま
れ
故
郷
で
あ
り
、
終
生
忘
れ
得
ぬ
懐
か
し
い
場
所
で
あ
っ
た
と

言
え
よ
う
。

　

本
論
文
で
は
、
文
学
者
と
し
て
の
新
村
出
と
や
ま
ぐ
ち
生
ま
れ
の
新
村
出
に
つ
い
て
述
べ

て
き
た
が
、
今
後
機
会
が
あ
れ
ば
、
図
書
館
人
と
し
て
の
新
村
出
に
つ
い
て
論
じ
た
い
と
考

え
て
い
る
。
新
村
は
、
明
治
四
十
四
年
（
一
九
一
一
）
十
月
一
日
、
京
都
帝
国
大
学
附
属
図

書
館
長
に
就
任
し
た
。
日
本
図
書
館
協
会
の
理
事
を
務
め
て
お
り
、
同
協
会
の
名
誉
会
員
で

も
あ
る
。
こ
の
面
で
も
、
多
大
な
功
績
の
あ
る
新
村
出
で
は
あ
る
が
、
論
じ
た
も
の
が
少
な

い
。
他
日
に
期
し
た
い
。
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団
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文
郎
氏
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代
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理
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）
お
よ
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江
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。
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＊
本
稿
は
、
平
成
二
十
七
年
度
山
口
県
立
大
学
研
究
創
作
活
動
助
成
を
受
け
て
行
っ
た
研
究

成
果
の
一
部
で
あ
る
。

注（
（
）
改
造
社　

昭
和
六
年 

。

（
（
）
『
新
村
出
全
集
索
引
』
筑
摩
書
房
、
昭
和
五
十
八
年
、
四
九
五
頁
。

（
（
）
「
や
ま
ぐ
ち
文
学
回
廊
構
想
推
進
協
議
会
」
が
平
成
九
年
に
選
定
し
た
文
学
者
で
あ

る
。
な
お
、
第
Ⅰ
部
は
、
「
ふ
る
さ
と
の
文
学
者
（（
人
プ
ロ
フ
ィ
ー
ル
集
」
（
平
成
（（

年
（
月
発
行
）
を
改
訂
し
た
も
の
で
あ
り
、
第
二
部
（
50
人
）
は
、
新
た
に
執
筆
さ
れ

た
も
の
で
あ
る
。 

（
（
）
安
光
が
執
筆
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
れ
が
新
村
研
究
の
端
緒
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

平
成
二
十
五
年
度
よ
り
平
成
二
十
七
年
度
ま
で
、
山
口
県
立
大
学
研
究
創
作
活
動
助
成

を
受
け
て
、
「
新
村
出
の
図
書
館
論
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
の
基
礎
的
研
究
」
を
行
っ

た
。
平
成
二
十
三
年
度
よ
り
年
に
二
、
三
回
、
新
村
出
記
念
財
団
重
山
文
庫
を
訪
問
し
、

新
村
祐
一
郎
氏
（
新
村
の
孫
）
や
玉
村
文
郎
氏
（
重
山
文
庫
前
代
表
理
事
）
、
入
江
貞

子
氏
（
重
山
文
庫
嘱
託
職
員
）
か
ら
の
聞
き
取
り
を
行
っ
た
。　

（
5
）
草
木
社
出
版
部
、
昭
和
十
六
年
。
所
収
歌
数
は
百
首
。

（
（
）
小
山
居
私
版
限
定
七
十
五
部
、
昭
和
二
十
五
年
。
所
収
歌
数
は
百
首
。

（
（
）
白
楊
社
、
昭
和
二
十
七
年
。
所
収
歌
数
は
七
百
七
首
。

（
（
）
初
音
書
房
、
昭
和
四
十
三
年
。
『
群
落
』、『
春
水
』、『
新
燈
』、『
ハ
ハ
キ
ギ
』
を
は

じ
め
諸
誌
に
発
表
し
た
作
と
新
村
自
筆
の
歌
日
記
か
ら
選
出
し
て
い
る
。

（
（
）
昭
和
四
十
三
年
四
月
末
。

（
（0
）
『
白
芙
蓉
』
あ
と
が
き　

一
一
三
・
一
一
四
頁
。

（
（（
）
「
私
の
歌
歴
自
叙
」
『
新
村
出
全
集
』
第
十
三
巻
、
二
五
七
・
二
五
八
頁
。
（
初
出

は
「
白
珠
」
に
連
載
（
昭
和
二
十
九
年
一
月
―
三
十
年
三
月
）
） 

（
（（
）
前
掲
、
二
六
三
～
二
六
五
頁 

。　

（
（（
）
前
掲
、
二
六
五
～
二
六
七
頁
。

（
（（
）
前
掲
、
二
六
〇
・
二
六
一
頁
。

（
（5
）
前
掲
、
二
八
七
頁
。

（
（（
）
前
掲
、
二
七
七
・
二
七
八
頁
。
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文学者としての新村出  ― 短歌、そしてやまぐち ―

（
（（
）
七
九
七
頁
～
八
〇
五
頁
。

（
（（
）
前
掲
、
二
七
九
頁
。

（
（（
）
『
牡
丹
の
園
』
九
十
二
頁
。

（
（0
）
前
掲
、 

九
十
四
頁
。

（
（（
）
五
一
二
頁
。

（
（（
）
『
白
芙
蓉
』
（
昭
和
二
十
九
・
三
十
年
）　

二
十
八
頁
。

（
（（
）
『
牡
丹
の
園
』
一
二
五
頁
。

（
（（
）
前
掲　

一
二
六
頁
。

（
（5
）
『
白
芙
蓉
』
（
昭
和
二
十
九
・
三
十
年
）　

十
五
頁
。

（
（（
）
「
泰
山
木
の
歌
」
『
新
村
出
全
集
』
第
十
四
巻　

二
○
四
頁
。

（
（（
）
入
江
貞
子
氏
か
ら
聞
き
と
る
。

（
（（
）
『
新
村
出
全
集
』
第
十
四
巻　

一
二
六
頁
。

（
（（
）
「
追
懐
」　

七
十
三
頁
。

（
（0
）
『
文
藝
春
秋
』
平
成
二
十
五
年
一
月
号　

三
三
五
頁
。

（
（（
）
「
祖
父
、
新
村
出
の
思
い
出
」
『
泰
山
木
』
十
頁
。

（
（（
）
前
掲
注
（
（0
）
。

（
（（
）
『
春
水
』
八
巻
六
号　

昭
和
三
十
八
年
六
月
。

（
（（
）
『
白
芙
蓉
』
（
昭
和
二
十
七
・
二
十
八
年
）
七
頁
。

（
（5
）
前
掲
（
昭
和
三
十
九
年
）
九
十
頁
。

（
（（
）
前
掲
（
昭
和
三
十
二
年
）
三
十
五
頁
。

（
（（
）
前
掲
（
昭
和
三
十
二
年
）
三
十
六
頁
。

（
（（
）
紀
田
順
一
郎
「
Ⅸ 

辞
書
の
年
輪 

新
村
出
と
『
広
辞
苑
』
」
『
名
著
の
伝
記
』
（
東

京
堂
出
版
、
一
九
八
八
年
）
二
六
八
頁
。

（
（（
）
『
白
芙
蓉
』
八
十
六
頁
。

（
（0
）
前
掲　

八
十
七
頁
。

（
（（
）
前
掲　

八
十
四
頁
。

（
（（
）
前
掲　

四
十
五
頁
。

（
（（
）
前
掲　

七
十
三
頁
。

（
（（
）
『
泰
山
木
』　

十
頁
。

（
（5
）
『
わ
た
し
の
渡
世
日
記 

上
』
朝
日
新
聞
社　

昭
和
五
十
一
年　

一
五
八
・
一
五
九

頁
。　

（
（（
）
前
掲　

一
六
四
頁
。

（
（（
）
前
掲　

一
六
六
頁
。

（
（（
）
『
新
村
出
全
集
』
第
十
四
巻　

一
七
○
頁
。

（
（（
）
「
兄
新
村
徹
の
こ
と
」
『
泰
山
木
』　

七
十
頁
。 

（
50
）
『
婦
人
之
友
』
第
三
十
四
巻
第
六
號
（
昭
和
十
五
年
）
）
口
繪
。

（
5（
）
『
新
村
出
全
集
』
第
十
四
巻　

一
七
○
頁
。

（
5（
）
前
掲
注
（
（（
）
。

（
5（
）
前
掲
。

（
5（
）
『
新
村
出
全
集
』
第
十
一
巻
二
十
七
頁
。
（
大
正
十
五
年
十
二
月
稿
（
初
出
は
『
防

長
新
聞
』
昭
和
二
年
一
月
一
日
）
）

（
55
）
前
掲
注
（
50
）
。

（
5（
）
「
姉
の
手
紙
」
『
新
村
出
全
集
』
第
十
二
巻
（
昭
和
十
五
年
八
月
、
新
稿
）
一
二
三

頁
。

（
5（
）
白
外
郎
商
で
あ
る
福
田
屋
を
御
堀
堂
が
継
承
。
福
田
百
合
子
山
口
県
立
大
学
名
誉
教

授
（
中
原
中
也
記
念
館
名
誉
館
長
）
は
福
田
屋
の
子
孫
。
福
田
氏
に
よ
る
と
、
こ
こ
に

登
場
す
る
主
人
は
、
福
田
氏
の
祖
父
福
田
文
吉
郎
で
あ
る
と
い
う
。

（
5（
）
種
田
山
頭
火
著　

大
山
澄
太
編　

和
田
書
店　

昭
和
二
十
七
年
。

（
5（
）
大
山
澄
太
『
俳
人
山
頭
火
の
生
涯
』　

ア
ポ
ロ
ン
社　

昭
和
三
十
二
年
。

（
（0
）
前
掲
三
・
四
頁
。

（
（（
）
編
著
者　

大
山
澄
太　

ア
ポ
ロ
ン
社　

昭
和
三
十
四
年
。

（
（（
）
前
掲
一
・
二
頁
。

（
（（
）
『
ホ
ー
ム
・
ラ
イ
フ
』
八
月
號　

第
四
巻
第
八
號　

大
阪
毎
日
新
聞
社
・
東
京
日
日

新
聞
社　

昭
和
十
三
年
八
月
一
日
。

（
（（
）
天
保
四
年
（
一
八
三
三
）
六
月
二
十
六
日
～
明
治
十
年
（
一
八
七
七
）
五
月
二
十
六

日　

山
口
県
出
身　

桂
小
五
郎　

松
菊
。

（
（5
）
三
戸
岡
道
夫
・
堀
内
永
人
『
初
代
静
岡
県
知
事 

関
口
隆
吉
の
一
生
』
（
静
岡
新
聞

社　

二
〇
〇
九
年
）
に
は
、
「
木
戸
孝
允
は
、
斉さ

い
と
う藤

弥や

九く
　
ろ
う郎

の
練
兵
館
道
場
で
、
隆
吉

と
は
兄
弟
弟
子
」
と
あ
る
。
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Izuru Shinmura’s Life as a Writer: Tanka Poems and 
Connections with Yamaguchi

YASUMITSU Hiroko

A strong  light  shines on  Izuru Shinmura’s  illustrious achievements as a  linguist and scholar of 
Japanese, but his achievements as a writer have not received so much attention.   The  focus of  this 
paper is therefore on Shinmura’s seldom-discussed career as a writer, and particularly from the aspect 
of his having been born in Yamaguchi.  
Shinmura is generally well-known for having been a recipient of the Japanese Order of Culture and 

as the editor of the Kōjien dictionary.  The general public probably imagines him as being an inflexible 
and strict  academic giant, but  the  tanka poems he wrote  show his gentler  side, with his  love of 
ornamental plants and the natural world, his dislike of conflict and desire to preserve moderation.  He 
was a devoted husband, and loved his children and grandchildren, which shows that he was a kind old 
man.  His admiration for actresses is indicative of his sociable nature.
Although Shinmura was born  in Yamaguchi  it  seems  that  after he  left,  he  only  returned  to 

Yamaguchi on three occasions.  Notwithstanding his only having lived in Yamaguchi for a very short 
period,  the  fact that he wrote an essay using Yamaguchi as a motif  indicates that, as  far as he was 
concerned, Yamaguchi was his birthplace and it can be said that it held an unforgettable nostalgia for 
him to the end of his life.  Evidence for this is also shown in the preface he wrote to the posthumous 
writings of Yamaguchi writer Santōka Taneda.  Shinmura wrote that, “We share a connection with the 
same place”, and “He helps me to reminisce about the town where I was born”.




