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月年月年

葉
で
あ
ろ
う
。

私
が
山
本
有
三
氏
を
訪
ね
た
際
、
や
は
り
お
吉
の
こ
と
か
ら
、
ど

の
程
度
ま
で
史
実
に
忠
実
で
あ
る
べ
き
か
、
ま
た
そ
の
反
面
最
近
の

お
吉
作
品
と
し
て
の
舟
橋
聖
一
員
の
　
「
花
の
生
涯
」
中
に
出
て
来
る

「
安
政
小
唄
」
「
お
吉
お
福
」
「
ら
し
や
め
ん
記
」
…
・
・
・
と
い
っ
た
一

連
の
お
吉
を
あ
つ
か
っ
た
部
分
な
ど
は
、
史
実
を
無
祝
し
た
所
謂
舟

橋
文
学
的
な
興
味
本
位
も
甚
だ
し
い
も
の
だ
と
思
う
な
ど
と
、
二
、

三
例
を
上
げ
て
説
明
し
た
と
こ
ろ
、
山
本
氏
も
「
な
る
ほ
ど
、
そ
の

あ
た
り
は
確
に
一
寸
疑
問
だ
な
…
…
」
と
私
の
説
に
同
意
さ
れ
た
。

結
局
は
、
史
実
を
あ
ま
り
離
れ
す
ぎ
た
興
味
本
位
の
作
品
と
云
う
も

の
は
、
読
み
終
え
た
後
の
感
銘
と
か
、
深
く
印
象
づ
け
ら
れ
る
と
い

っ
た
も
の
が
な
い
為
に
、
す
ぐ
に
そ
の
場
か
き
り
で
わ
す
れ
去
ら
れ

て
し
ま
う
も
の
と
な
る
。
現
に
戦
後
の
作
品
と
し
て
の
「
唐
人
お
吉
」

に
は
先
き
の
舟
橋
氏
の
も
の
の
外
に
、
井
上
友
一
郎
、
今
東
光
各
氏

ら
の
手
に
な
っ
た
も
の
が
あ
る
が
、
こ
れ
ら
も
も
う
既
に
、
先
さ
の

田
中
総
一
郎
と
か
浜
村
米
蔵
と
か
云
う
人
た
ち
の
作
品
と
同
様
手
に

入
れ
よ
う
と
思
っ
て
も
、
ほ
と
ん
ど
困
難
な
状
態
と
い
っ
て
よ
い
。

こ
れ
は
一
体
何
を
意
味
す
る
か
、
今
さ
ら
く
ど
く
ど
こ
こ
で
く
り
返

す
必
要
は
な
か
ろ
う
。
芸
術
は
「
あ
ら
ほ
れ
」
な
り
と
云
う
彼
は
、

蚕
が
桑
の
葉
を
食
べ
て
ま
ゆ
を
作
り
出
す
の
を
見
て
「
あ
の
醜
い
虫

が
外
界
か
ら
材
料
を
と
り
入
れ
て
、
そ
れ
を
全
く
自
分
自
身
の
も
の

に
し
て
し
ま
ひ
、
そ
し
て
あ
の
美
し
い
ま
ゆ
を
す
っ
か
り
自
分
自
身

四
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の
も
の
と
し
て
新
し
く
吐
き
出
し
て
ゐ
る
働
き
に
は
、
自
分
は
只
管

驚
嘆
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
自
分
は
思
ふ
、
芸
術
の
急
所
は
確
に
こ
こ

で
あ
る
と
。
」
と
云
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
こ
こ
ら
に
彼
が
、
他
の

作
家
と
同
じ
題
材
、
－
－
唐
人
お
吉
と
云
う
材
料
を
つ
か
っ
て
一
つ

の
作
品
に
仕
上
げ
て
も
、
他
の
作
家
と
は
一
段
も
二
段
も
違
っ
た
、

む
し
ろ
他
の
作
家
に
は
み
ら
れ
な
い
と
こ
ろ
の
勝
れ
た
も
の
を
書
き

う
る
カ
ギ
が
あ
る
の
だ
と
云
え
よ
う
。

註
一
、
例
え
ば
お
吉
が
絹
の
す
べ
す
べ
し
た
西
洋
寝
巻
に
着
か
え
た
り
、
わ

ず
か
三
日
の
間
に
ミ
ル
ク
を
の
む
こ
と
を
覚
え
、
公
衆
浴
場
で
シ
ャ
ボ

ン
を
使
用
し
て
い
る
と
こ
ろ
を
伊
佐
の
殿
様
が
見
学
に
来
る
…
‥
と
い

っ
た
あ
た
り
を
云
う
。

註
二
、
今
東
光
「
新
版
唐
人
お
吉
」
　
（
昭
和
二
十
四
年
九
月
）
　
「
面
白
倶
楽

部
」
・
井
上
友
一
郎
「
唐
人
お
吉
」
（
同
年
十
二
月
）
「
改
造
文
芸
」
・

舟
橋
聖
一
「
花
の
生
温
」
（
昭
和
二
十
七
年
七
月
）
「
毎
日
新
聞
」
連
載
。

森

本

修

（
資
料
）
　
「
芥
川
龍
之
介
全
集
」
　
の
逸
文

芥
川
竜
之
介
は
、
生
前
「
将
来
に
読
者
を
持
っ
て
ゐ
る
」
こ
と
を
信
ず
る
反

面
、
一
方
で
は
「
廿
年
の
後
、
或
は
五
十
年
の
後
、
或
は
更
に
百
年
の
後
、
私

の
存
在
さ
へ
知
ら
な
い
時
代
が
来
る
と
云
ふ
事
を
想
像
」
し
て
い
た
。
が
、
死

後
三
十
年
を
経
た
今
日
で
は
、
濠
甚
広
範
な
読
者
層
を
も
っ
て
い
る
。
一
昨
年

頃
で
あ
っ
た
か
、
芥
川
の
作
品
集
・
研
究
書
・
資
料
が
陸
続
と
し
て
刊
行
さ
れ
、

＋
芥
川
ブ
当
ム
」
を
現
出
し
た
こ
と
が
あ
っ
た
が
、
爾
来
そ
の
傾
向
は
今
日
に

至
る
も
い
さ
ゝ
が
の
衰
え
す
ら
み
せ
て
い
な
い
。

中
で
も
、
岩
波
書
店
よ
り
刊
行
さ
れ
た
全
集
十
九
巻
（
別
に
案
内
一
巻
）
－

昭
和
二
十
九
年
十
一
月
⊥
二
十
年
八
月
　
－
　
は
、
旧
全
集
に
比
し
て
新
し
い
資

料
が
多
く
加
え
ら
れ
、
全
集
と
し
て
名
実
共
に
兼
備
充
実
し
た
体
裁
で
も
っ
て

世
に
送
ら
れ
た
こ
と
は
大
き
な
収
饗
で
あ
っ
た
。
旧
全
集
十
巻
に
は
、
作
品
・

書
簡
を
通
し
て
か
な
り
の
逸
文
が
あ
っ
た
こ
と
は
つ
と
に
知
ら
れ
て
い
た
が
、

こ
れ
ら
収
載
洩
れ
と
な
っ
た
も
の
ゝ
中
、
芥
川
の
生
前
・
生
後
を
通
じ
て
一
度

活
字
と
な
っ
て
発
表
さ
れ
た
も
の
（
た
と
え
ば
、
こ
1
に
紹
介
し
よ
う
と
す
る

も
の
）
等
は
、
当
然
今
回
の
全
集
に
収
録
さ
れ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。
と
こ

ろ
が
、
案
に
相
違
し
て
本
稿
紹
介
の
五
篤
は
収
録
さ
れ
ぬ
ま
ゝ
に
、
全
集
は
完

結
し
て
し
ま
っ
た
。「

芥
川
竜
之
介
全
集
」
の
逸
文

決
定
版
と
も
云
う
べ
き
新
し
い
全
集
に
又
々
逸
文
と
な
っ
た
本
稿
五
篤
は
、

全
集
完
結
後
早
々
に
発
表
す
べ
き
で
あ
っ
た
に
も
か
ゝ
わ
ら
ず
、
今
日
ま
で
箆

中
に
温
め
て
い
た
筆
者
の
怠
慢
さ
は
、
誌
上
を
か
り
て
お
詫
び
せ
ね
ば
な
ら
な

い
。
こ
ゝ
に
紹
介
す
る
五
篤
を
彼
の
作
品
系
譜
に
新
た
に
加
え
ら
れ
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
向
後
の
芥
川
研
究
に
寄
与
す
る
と
こ
ろ
が
い
さ
ゝ
か
な
り
と
も
あ
れ

ば
望
外
の
喜
び
で
あ
る
。
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で
あ
っ
た
岩
垂
憲
徳
氏
に
よ
っ
て
発
表
さ
れ
た
も
の
で
、
同
誌
巻
頭
の
口
絵
に

原
稿
が
掲
載
さ
れ
、
「
芥
川
竜
之
介
氏
の
中
学
生
時
代
」
と
題
し
た
岩
垂
氏
の

回
想
記
の
末
尾
に
も
全
文
が
再
掲
さ
れ
て
い
る
。
漢
学
者
の
家
に
生
ま
れ
た
岩

垂
氏
は
、
当
時
「
生
徒
の
作
文
力
を
養
は
う
と
考
へ
書
取
を
課
し
た
り
、
国
漢

文
の
故
事
や
成
語
な
ど
を
」
教
え
る
補
充
時
間
を
設
け
た
が
、
同
僚
の
一
部
や

多
く
の
生
徒
か
ら
嫌
わ
れ
評
判
も
悪
か
っ
た
こ
の
時
間
を
、
芥
川
は
喜
ん
で
を

い
て
い
た
と
云
わ
れ
る
。
そ
の
或
る
時
間
に
、
岩
垂
氏
が
「
縄
は
秋
の
古
文
字

で
あ
る
」
こ
と
を
話
さ
れ
た
の
を
覚
え
て
い
た
ら
し
い
芥
川
は
、
そ
れ
か
ら
し

ば
ら
く
し
て
、
「
秋
」
を
わ
ざ
〈
「
穐
」
と
あ
て
た
作
文
を
書
い
た
。
そ
れ

が
こ
の
「
穐
夜
読
書
の
記
」
で
あ
る
。

漢
語
を
自
在
に
駆
使
し
、
華
麗
な
文
体
で
綴
ら
れ
た
こ
の
一
文
は
、
「
義
仲

諭
」
等
と
共
に
、
芥
川
の
中
学
生
時
代
を
み
る
貴
重
な
資
料
と
云
え
よ
う
。

「
種
夜
読
書
の
記
」

一
し
き
り
諮
り
て
あ
り
し
虫
の
音
の
再
雨
よ
り
も
繁
く
起
り
ぬ

我
三
坪
の
草
庵
を
め
ぐ
り
て
筆
を
置
き
書
を
閉
ぢ
つ
　
我
は
濁
り

水
の
如
き
孤
燈
に
劃
し
て
座
し
居
り
き
　
目
を
上
ぐ
れ
は
一
痕
の

月
空
に
あ
り
清
光
溶
々
と
し
て
上
天
下
地
を
侵
し
蒼
空
千
万
里
空

色
淡
く
し
て
碧
霞
み
秋
星
影
よ
り
も
微
に
空
を
綴
る
猿
欄
の
葉
の

さ
や
さ
や
と
月
に
囁
く
を
開
か
ず
や
　
静
に
座
し
て
あ
れ
ば
月
は

満
庭
の
樹
を
照
ら
し
て
「
か
く
れ
み
の
」
碧
玉
の
扇
と
映
え
白
萩

の
茂
み
雪
と
照
れ
る
が
上
に
墨
の
如
き
樹
影
点
々
と
し
て
落
ち
た

り
　
初
雪
の
路
ふ
み
し
た
く
二
の
字
と
や
云
は
む
　
身
を
澄
せ
は

五
〇

歳
声
畷
々
叉
唖
今
遠
く
但
歌
を
歌
ふ
翳
あ
り
我
は
再
び
書
を
開
き

つ
書
は
日
本
外
史
足
利
氏
後
記
上
杉
氏
之
巻
日
く
努
力
復
取
能
州

雄
佐
等
乞
援
信
長
方
攻
長
島
不
能
焚
九
月
城
陥
誅
滋
佐
等
乃
休
兵

二
日
屡
十
三
夕
月
色
明
朗
謙
信
置
酒
華
中
会
話
蹄
士
」
　
芙
蓉

の
花
ぽ
た
り
と
落
ち
ぬ
　
優
な
る
哉
英
雄
の
心
事
や
　
げ
に
げ
に

そ
れ
も
か
か
る
夜
な
り
け
な
思
ひ
や
る
月
下
猛
粍
傑
土
の
禽
　
正

座
な
る
熊
の
皮
の
敷
物
に
朽
葉
色
の
直
垂
著
て
白
綾
の
袴
豊
に
小

鼓
う
つ
武
者
振
り
殊
に
漕
げ
な
る
は
問
は
ね
ど
も
知
る
全
軍
の
総

大
将
上
杉
弾
正
大
弼
輝
虎
入
道
不
議
席
謙
信
其
の
人
一
座
下
り

て
蔚
貴
紙
の
腹
巻
に
白
檀
磨
き
の
脚
当
し
た
る
は
軍
師
宇
佐
美
駿

河
守
走
行
　
つ
づ
い
て
紫
す
そ
ご
の
大
鎧
に
瀧
色
の
直
垂
着
た
る

赫
顔
疎
髭
の
大
男
は
北
国
武
士
の
随
一
と
人
に
知
ら
れ
し
直
江
山

城
守
兼
韻
　
半
首
ぺ
を
傾
け
て
軍
扇
片
手
に
身
を
澄
ま
す
猛
火
緋

の
陣
羽
織
は
剛
力
無
双
の
甘
粘
近
江
守
に
て
早
濁
り
陶
然
と
し
て

色
を
な
す
綿
糸
織
の
腹
巻
に
白
布
の
鉢
巻
し
た
る
は
之
ぞ
音
に
聞

く
上
杉
方
の
剛
の
者
鬼
小
島
の
禰
太
郎
平

見
よ
や
月
は
書
を
欺
き
て
剣
戟
霜
白
う
能
州
の
山
河
淡
く
し
て
燈

と
見
ゆ
め
り
　
仰
ぎ
見
れ
ば
一
連
の
悲
雁
あ
り
　
高
鳴
い
て
月
を

か
す
む
∴
げ
に
や
之
萬
里
秋
風
一
痕
の
月
　
輝
虎
入
道
つ
と
立
て

吟
ず
ら
く

霜
満
車
瞥
秋
気
清
＼

越
山
拝
得
能
州
景

薮
行
過
雁
月
三
更

遮
莫
家
郷
憶
遠
征

物
あ
り
ハ
ラ
リ
と
我
前
に
落
つ
　
驚
て
見
れ
ば
棺
桶
の
落
葉
な
り

け
り
我
空
想
の
幕
は
破
ら
れ
つ
空
に
雁
馨
あ
り
　
か
か
る
夜
や
霜

を
結
ぶ
と
聞
く
　
　
　
　
　
　
　
　
二
乙
　
芥
川
龍
之
介

「
産
屋
」
は
、
；
萩
原
朔
太
郎
に
献
ず
〟
の
傍
題
が
付
さ
れ
て
い
る
。
朔
太

郎
は
、
こ
の
年
二
月
処
女
詩
集
　
「
月
に
吠
え
る
」
　
を
刊
行
、
同
じ
く
五
月
芥

川
の
処
女
創
作
集
　
「
羅
生
門
」
　
が
、
阿
蘭
陀
書
房
か
ら
刊
行
さ
れ
た
。
本
文

中
に
み
え
る
作
品
集
は
「
羅
生
門
」
を
さ
す
の
で
あ
ろ
う
。
文
壇
登
場
後
一
年

新
進
気
鋭
の
作
家
と
し
て
、
前
途
を
明
る
い
講
堂
と
抱
負
に
み
た
さ
れ
な
が
ら

も
、
未
だ
幾
許
の
不
安
を
交
え
た
当
時
の
芥
川
の
姿
が
み
ら
れ
る
。

な
お
同
誌
に
は
武
者
小
路
実
篤
の
「
今
の
批
許
家
」
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

「
産
　
　
　
屋
」

男
は
河
か
ら
壁
を
切
っ
て
来
て
、
女
の
為
に
産
屋
を
葺
い
た
。
そ

れ
か
ら
叉
引
き
か
へ
し
で
、
前
の
河
の
岸
へ
行
っ
た
。
さ
う
し
て
切

り
の
こ
し
た
踵
の
中
に
脆
い
て
、
天
照
大
神
に
、
母
と
子
と
の
幸
ひ

を
祈
っ
た
。

日
が
く
れ
か
か
る
と
、
女
は
産
屋
を
出
て
、
歴
の
中
に
ゐ
る
男
の

所
へ
来
た
。

さ
う
し
て
　
「
七
日
目
に
叉
来
て
下
さ
い
。
そ
の
時
に
子
ど
も
を
見

せ
ま
せ
う
。
」
　
と
云
っ
た
。

男
は
一
日
も
早
く
、
生
ま
れ
た
子
が
見
た
か
っ
た
。
が
、
女
の
頼

「
芥
川
竜
之
介
全
集
」
の
逸
文

み
は
、
父
ら
し
く
素
直
に
う
け
あ
っ
た
。

そ
の
中
に
日
が
暮
れ
た
。
男
は
麓
の
中
に
つ
な
い
で
置
い
た
丸
木

舟
に
乗
っ
て
、
河
下
の
村
へ
さ
み
し
く
漕
い
で
廃
っ
た
。

し
か
し
村
へ
帰
る
と
、
男
は
、
七
日
得
つ
の
が
、
身
を
切
ら
れ
る

よ
り
も
つ
ら
く
思
ほ
れ
た
。

そ
こ
で
、
頚
に
か
け
た
七
つ
の
曲
玉
を
一
日
毎
に
、
一
つ
づ
つ
と

っ
て
行
っ
た
。
さ
う
し
て
そ
の
敷
が
ぶ
へ
る
の
を
、
せ
め
て
も
の
慰

め
に
し
ょ
う
と
し
た
。

日
は
毎
日
、
東
か
ら
出
て
、
西
へ
は
い
っ
た
。
男
の
顕
に
か
け
た

曲
玉
は
、
そ
の
毎
に
一
つ
づ
つ
減
っ
て
行
っ
た
。
が
、
六
日
目
に
男

は
と
う
と
う
が
ま
ん
が
出
来
な
く
な
っ
た
。

そ
の
日
の
夕
、
麓
の
中
に
丸
木
舟
を
つ
な
ぐ
と
、
男
は
そ
っ
と
産

屋
の
近
く
へ
忍
ん
で
行
っ
た
。

来
て
見
る
と
、
産
屋
の
中
は
ま
る
で
人
気
が
な
い
や
う
に
、
し
ん

と
し
て
ゐ
た
。
さ
う
し
て
唯
屋
根
に
葺
い
た
壇
の
穂
だ
け
が
暖
く
秋

の
日
の
に
は
ひ
を
送
っ
て
ゐ
た
。

男
は
そ
っ
と
戸
を
あ
げ
た
。

麓
の
葉
を
敷
い
た
床
の
上
に
、
ぼ
ん
や
り
動
い
て
ゐ
る
や
う
に
見

え
る
の
が
、
子
ど
も
で
あ
ら
う
。

男
は
、
前
よ
り
も
そ
っ
と
産
屋
の
中
へ
足
を
入
れ
た
。
さ
う
し
て
、

恐
る
恐
る
身
を
と
ど
め
た
。

そ
の
時
で
あ
る
。
河
の
水
は
、
恐
し
い
叫
び
声
の
篤
に
驚
い
て
、

五
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壁
の
根
を
ゆ
す
っ
た
。

男
が
叫
び
馨
を
あ
げ
た
の
も
、
無
理
は
な
い
。
女
の
産
ん
だ
子
ど

も
と
云
ふ
の
は
、
七
匹
の
小
さ
な
白
蛇
で
あ
っ
た
。
…
…

こ
の
頃
自
分
は
、
こ
の
神
話
の
中
の
男
の
や
う
な
心
も
ら
で
、
自

分
の
作
品
集
を
眺
め
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。

芥
川
は
数
多
く
の
余
技
を
も
っ
て
い
た
。
中
で
も
俳
句
は
「
余
技
は
発
句
の

外
に
は
何
も
な
い
」
と
云
う
程
の
自
信
の
も
ち
か
た
で
、
古
句
に
親
し
む
と
共

に
、
我
鬼
と
号
し
て
蕉
風
の
流
れ
を
く
む
句
を
作
り
、
そ
の
数
は
六
〇
〇
句
以

上
と
云
わ
れ
る
。

3
の
「
俳
句
」
は
、
「
鐘
が
鳴
る
」
の
　
〝
俳
句
の
世
界
欄
〟
に
、
江
口
換
・

菊
池
寛
・
赤
木
桁
平
・
久
米
正
雄
の
句
と
共
に
「
浅
春
集
」
の
見
出
し
で
掲
載

さ
れ
た
も
の
で
、
同
誌
後
記
に
「
浅
春
集
は
…
‥
芥
川
君
の
新
婚
披
露
の
宴
を

催
し
た
勘
の
作
な
の
だ
さ
う
で
ず
」
と
あ
る
。
彼
と
文
子
夫
人
の
結
婚
は
、
大

正
七
年
二
月
二
日
だ
っ
た
。

な
お
、
同
誌
〟
短
歌
の
世
界
欄
〃
に
は
、
川
田
順
の
「
旅
の
日
記
よ
り
」

春
の
雪
ふ
み
つ
ゝ
甲
斐
へ
恋
ひ
来
ぬ
れ
笛
吹
川
の
流
る
る
国
へ

他
九
首
が
載
せ
ら
れ
て
い
る
。

「
俳
　
　
　
句
」

庖
丁
の
餞
寒
曇
り
や
藍
を
切
る
　
　
　
龍
之
介

篤
や
軒
に
干
し
た
る
蒸
が
れ
ひ
　
　
　
同

篤
に
藁
た
か
ぐ
と
屋
根
修
覆
　
　
　
同

三
門
に
鳶
の
夜
鳴
く
腫
か
な
　
　
　
　
同

五
二

鷺
や
仰
ぐ
火
山
の
朝
の
雲

（他二句）．

八
代
日
の
死
縞
艶
な
り
春
の
宵

（
他
一
句
）

篤
や
藻
草
は
南
一
里
な
り

（
他
一
句
）

鷺
や
妻
幼
な
く
て
髪
容

江
口
換

菊
池
寛

桁
平

正
雄

（他三句）

（
集
ま
る
が
ま
ま
に
吐
き
す
て
た
る
句
、
い
ま
記
憶
に
残
れ
る
も

の
の
み
を
録
し
っ
、
も
と
よ
り
宗
匠
ぶ
り
て
選
み
た
る
に
は
非
ざ

る
な
り
。
詠
み
捨
て
た
る
を
拾
ひ
し
な
れ
ば
、
作
者
ら
と
て
苦
情

を
云
ふ
べ
き
理
も
あ
ら
じ
。
）

「
白
柳
秀
湖
氏
の
印
象
」
は
、
同
誌
連
載
〝
現
代
人
物
月
旦
〃
の
ア
ン
ケ
ー

ト
に
こ
た
え
た
も
の
で
、
「
少
時
か
ら
の
愛
読
者
」
と
云
う
見
出
し
が
付
さ
れ

て
い
る
。
白
柳
秀
湖
に
つ
い
て
は
、
他
に
「
白
柳
秀
湖
氏
」
が
全
集
に
収
め
ら

れ
て
い
る
。

「
白
柳
秀
湖
氏
の
印
象
」

僕
は
白
柳
秀
湖
氏
に
は
お
目
に
か
か
っ
た
こ
と
が
あ
り
ま
せ
ん
。

し
か
し
著
書
は
謹
ん
で
い
ま
す
。
白
柳
氏
は
通
俗
的
で
あ
る
こ
と
を

以
て
任
じ
て
ゐ
る
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
け
れ
ど
も
俗
人
に
通
じ
な
い

イ
デ
工
を
沢
山
持
っ
て
ゐ
ま
す
。
僕
は
興
味
の
あ
る
の
は
そ
の
点
で

す
。
僕
は
少
時
白
柳
氏
の
小
品
を
愛
讃
し
た
だ
け
に
、
世
間
が
そ
の

点
に
今
日
よ
り
も
敬
愛
を
持
て
ば
善
い
と
思
っ
て
ゐ
ま
す
。
右
御
返

事
ま
で
。

「
新
今
様
」
は
、
吉
井
勇
・
柳
原
白
蓮
等
を
社
友
と
す
る
「
相
聞
」
に
発
表

さ
れ
た
も
の
で
、
後
記
に
「
遺
稿
『
新
今
様
』
は
、
長
崎
の
渡
透
厚
輔
君
が
秘

蔵
し
て
ゐ
た
も
の
」
と
あ
る
。

「
新
　
今
　
様
」

人
を
傍
と
あ
が
む
れ
ば

豆
の
畑
に
茨
生
ひ

粟
の
畑
に
繍
生
ひ

赤
子
は
背
む
し
と
生
る
べ
し

凡
夫
の
め
づ
る
み
傍
は

国
光
ま
ど
か
に
な
け
給
ふ

お
き
な
の
め
づ
る
み
傍
は

柏
の
餅
を
く
び
給
ふ

（
付
記
）
　
以
上
、
こ
ゝ
に
紹
介
し
た
五
篤
は
、
い
ず
れ
も
立
命
館
大
学
日
本
文

学
研
究
室
所
蔵
の
も
の
で
、
4
、
5
、
を
除
い
て
雑
誌
原
型
が
保
有
さ
れ
て
い
る
。

「
芥
川
竜
之
介
全
集
」
の
逸
文

五
三


