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一一六　樋口一葉「琴の音」の背景―根岸の里に思い潜めて―

　
　
　
　

は
じ
め
に

　
「
琴
の
音
」は
、
樋
口
一
葉
が
下
谷
龍
泉
寺
町
に
転
居
し
て
初
め
て
発
表
し
た
作
品
で
、
雑
誌『
文
學
界
』第
一
二
号（
明
治
二
六
年
一
二

月
三
〇
日
）に
掲
載
さ
れ
た
。

　

住
み
慣
れ
た
本
郷
菊
坂
町
の
家
を
後
に
し
、一
葉
が
新
居
と
定
め
た
の
は
下
谷
区
龍
泉
寺
町
三
六
八
番
地
の
二
軒
長
屋
で
あ
っ
た
。「
琴

の
音
」
は
、
こ
の
家
か
ら
徒
歩
で
行
く
こ
と
が
可
能
な
、
根
岸
の
御
行
の
松
の
辺
り
を
舞
台
に
、
天
涯
孤
独
の
少
年
・
渡
邊
金
吾
が
、
森

江
し
づ
の
奏
で
る
美
し
い
琴
の
音
に
す
さ
ん
だ
心
を
洗
わ
れ
、
更
生
し
て
行
く
と
い
う
内
容
の
上
・
下
段
か
ら
成
る
短
篇
小
説
で
あ
る
。

　

題
名
の
典
拠
は
、「
源
氏
物
語
」須
磨
の
巻
や「
古
今
和
歌
集
」に
収
め
ら
れ
た
和
歌
に
あ
り（
１
）、加
え
て「
琴
の
音
」「
月
」「
松
風
」と
い
っ

た
古
典
的
修
辞
の
取
り
合
わ
せ
が
下
段
で
顕
著
に
展
開
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、「
琴
の
音
」は
、
一
葉
が
歌
塾「
萩
の
舎
」で
培
っ
た
和
歌
と
古

典
文
学
の
素
養
を
駆
使
し
て
書
き
上
げ
た
作
品
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

調
査
報
告
　
一
一
六樋

口
一
葉
「
琴
の
音
」
の
背
景
―
根
岸
の
里
に
思
い
潜
め
て
―

近
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そ
の
一
方
で
、「
琴
の
音
」は
か
つ
て「
小
品
以
上
の
も
の
で
は
な
い
」（
２
）と
い
う
評
価
を
受
け
て
い
た
も
の
の
、
近
年
で
は『
文
學
界
』

と
の
関
わ
り
か
ら
再
評
価
が
行
わ
れ
て
い
る
。
平
田
禿
木
と
の
交
流
に
よ
っ
て
一
葉
に
も
た
ら
さ
れ
た
ペ
イ
タ
ー
の
審
美
思
想
や
（
３
）、

森
鷗
外
が
訳
し
た
「
即
興
詩
人
」
の
受
容
を
指
摘
す
る
論
考
（
４
）、
あ
る
い
は
、
心
が
ね
じ
け
て
破
滅
的
な
生
活
を
送
る
渡
邊
金
吾
の
更
生

と
い
う
テ
ー
マ
を
、
当
時
の
社
会
問
題
に
対
す
る
メ
ッ
セ
ー
ジ
と
し
て
評
価
す
る
動
き
（
５
）
も
見
ら
れ
、
当
代
を
代
表
す
る
作
家
た
ち
か

ら
得
た
知
識
を
、
重
層
的
に
織
り
込
み
な
が
ら
執
筆
し
た
作
品
で
あ
る
こ
と
が
理
解
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
の
よ
う
に「
琴
の
音
」と

い
う
作
品
は
、
古
典
文
学
と
新
し
い
文
学
の
双
方
か
ら
影
響
を
受
け
な
が
ら
、
そ
の
知
識
を
縦
横
に
取
り
入
れ
つ
つ
執
筆
さ
れ
た
作
品
で

あ
り
、
一
葉
が「
塵
中
日
記
」明
治
二
六
年
一
一
月
二
四
日
の
項
に「
こ
れ
な
ら
す
ん
は
死
す
と
も
や
め
し
」と
記
し
た
背
景
を
想
像
す
る
こ

と
が
で
き
る
。

　

一
葉
の
作
品
は
大
別
し
て
、
実
際
に
訪
ね
た
場
所
や
経
験
し
た
事
物
を
テ
ー
マ
に
書
い
た「
た
け
く
ら
べ
」な
ど
の「
実
在
系
」と
、
現
実

の
モ
デ
ル
に
よ
ら
ず
空
想
の
中
で
執
筆
し
た「
ゆ
く
雲
」な
ど
の「
創
造（
想
像
）系
」の
作
品
の
二
系
統
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
。「
琴
の

音
」
は
、
新
旧
知
識
を
高
度
に
駆
使
し
て
執
筆
さ
れ
た
作
品
で
あ
る
一
方
で
、
一
葉
の
生
活
に
な
じ
み
の
深
い
場
所
が
舞
台
に
選
ば
れ
て

い
る
点
で
は
、
や
は
り「
実
在
系
」に
属
す
る
作
品
と
見
て
よ
い
は
ず
で
あ
る
。

　

本
稿
で
は
、
一
葉
の
実
際
の
考
え
や
行
動
を
記
録
し
た「
日
記
」を
ひ
も
と
き
な
が
ら
、「
琴
の
音
」を
書
く
き
っ
か
け
は
ど
の
よ
う
な
も

の
で
あ
っ
た
か
を
詳
し
く
考
察
す
る
。

　
　
　
　

一　
「
琴
の
音
」
の
位
置

　

一
葉
は
、
二
四
年
と
い
う
短
い
生
涯
の
中
で
一
五
回
の
転
居
を
繰
り
返
し
た
。
明
治
二
二
年
に
父
の
則
義
が
こ
の
世
を
去
り
、
一
七
歳
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の
一
葉
が
戸
主
と
な
っ
て
母
、
妹
を
養
う
責
任
を
負
う
と
、
本
郷
菊
坂
町
の
一
軒
家
で
の
暮
ら
し
を
ス
タ
ー
ト
さ
せ
た
。
次
第
に
生
活
が

困
窮
し
て
行
き
、
安
定
し
た
収
入
を
得
る
た
め
商
い
を
は
じ
め
よ
う
と
、
吉
原
遊
廓
に
ほ
ど
近
い
龍
泉
寺
町
へ
転
居
し
た
の
だ
っ
た
。
そ

の
後
商
売
が
傾
き
、
わ
ず
か
一
〇
カ
月
で
店
を
畳
み
、
再
び
本
格
的
に
筆
を
執
る
構
え
で
本
郷
丸
山
福
山
町
に
移
り
住
ん
だ
。
そ
の
い
ず

れ
の
住
ま
い
も
一
葉
の
文
学
に
少
な
か
ら
ず
影
響
を
与
え
た
。
と
り
わ
け
下
谷
龍
泉
寺
町
は
、
代
表
作「
た
け
く
ら
べ
」誕
生
に
つ
な
が
る

運
命
的
な
場
所
と
な
っ
た
。

　

龍
泉
寺
町
で
は
、小
さ
な
荒
物
駄
菓
子
屋
を
営
む
傍
ら
、平
田
禿
木
の
依
頼
に
よ
り
、『
文
學
界
』に「
琴
の
音
」と「
花
ご
も
り
」を
寄
せ
た
。

龍
泉
寺
町
で
執
筆
さ
れ
た
こ
の
二
作
に
は
、
後
に「
奇
蹟
の
一
四
カ
月
」と
呼
ば
れ
た
一
葉
の
快
進
撃
を
予
感
さ
せ
る
要
素
が
あ
る
。
と
い

う
の
も
、「
琴
の
音
」を
書
く
前
の
一
葉
の
作
は
、
戸
主
同
士
の
結
婚
が
許
さ
れ
な
い
社
会
的
な
制
約
の
中
で
、
自
ら
の
想
い
を
口
に
で
き

ず
、相
手
を
想
う
あ
ま
り
に
病
気
に
な
る
女
性
や（「
闇
櫻
」）や
、相
手
の
男
性
を
失
っ
て
も
そ
の
人
を
想
い
続
け
て
生
涯
を
送
る
女
性（「
経

つ
く
え
」）、
自
ら
の
芸
術
を
世
間
に
認
め
て
も
ら
え
ず
、
埋
も
れ
た
ま
ま
の
人
生
を
送
る
芸
術
家
と
そ
の
妹（「
う
も
れ
木
」）、
世
の
中
と

の
接
触
を
避
け
、
独
り
隠
遁
生
活
を
送
ろ
う
と
決
意
す
る
女
性（「
暁
月
夜
」）な
ど
、
と
も
す
れ
ば
自
害
を
選
ぶ
よ
う
な
女
性
や
、
深
窓
の

令
嬢
の
ま
ま
な
ら
ぬ
恋
を
テ
ー
マ
に
し
て
い
た
。
し
か
し
、「
琴
の
音
」で
は
、
生
活
能
力
の
な
い
夫
に
見
切
り
を
つ
け
て
家
庭
を
捨
て
る

妻
と
、
幼
い
頃
に
両
親
を
失
い
、
さ
迷
い
な
が
ら
成
長
し
た
孤
児
と
を
主
人
公
と
し
て
い
る
。
ま
た
、「
花
ご
も
り
」で
は
マ
ザ
ー
コ
ン
プ

レ
ッ
ク
ス
を
主
題
と
す
る
な
ど
、
こ
れ
ま
で
と
は
全
く
違
う
世
界
観
の
作
品
を
発
表
し
て
お
り
、
一
つ
の
一
葉
文
学
の
転
換
期
と
見
る
べ

き
だ
か
ら
で
あ
る
。

　

一
葉
に
こ
の
よ
う
な
変
化
を
も
た
ら
し
た
の
は
、
龍
泉
寺
町
で
の
暮
ら
し
が
大
き
く
影
響
し
た
も
の
と
想
像
で
き
る
。
龍
泉
寺
町
で
は

商
い
を
通
し
て
社
会
の
片
隅
に
生
き
る
人
々
の
辛
苦
を
知
り
、
人
間
を
観
察
す
る
鋭
い
洞
察
力
を
養
っ
た
と
す
る
説
が
定
説
と
な
っ
て
い

る
。
そ
の
よ
う
な
境
地
に
到
達
す
る
ま
で
の
一
葉
の
葛
藤
は
、
一
葉
日
記
に
つ
ぶ
さ
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
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二　

龍
泉
寺
町
時
代
の
日
記　

　

下
谷
龍
泉
寺
町
へ
転
居
す
る
直
前
の
明
治
二
六
年
七
月
一
五
日
か
ら
始
ま
る
日
記
の
表
題
は「
塵
之
中
」で
あ
る
。
屋
根
に
瓦
を
置
い
た

家
は
僅
か
で
、
長
屋
や
板
葺
き
の
粗
末
な
家
屋
が
並
ぶ
街
の
環
境
を
表
し
た
も
の
で
あ
る
と
同
時
に
、
世
塵
に
ま
み
れ
た
商
い
生
活
を
端

的
に
示
す
表
題
で
あ
る
と
も
い
え
る
。

　

龍
泉
寺
町
時
代
の
日
記
は
全
部
で
九
冊
あ
り
、
何
れ
も「
塵
之
中
」「
塵
中
日
記
」も
し
く
は「
日
記
ち
り
の
中
」と
し
、
ほ
か
に「
塵
中
日

記
今
是
集
」甲
・
乙
種
、「
塵
之
中
日
記
」「
つ
ゆ
し
つ
く
」「
い
は
で
も
の
記
」が
あ
る
。

　

一
葉
の
目
を
通
し
て
つ
づ
ら
れ
た
当
時
の
龍
泉
寺
町
、
あ
る
い
は
そ
こ
に
住
む
人
々
に
つ
い
て
は
、

・	

か
く
あ
や
し
き
塵
の
中
に
ま
し
ハ
り
ぬ
る（「
塵
之
中
」明
治
二
六
年
七
月
二
〇
日
）

・	

御
隠
居
様
な
ど
呼
ば
れ
け
る
ハ
昨
日
也
―
中
略
―
あ
や
し
き
町
風
の
詞
に
こ
そ
い
は
れ
ん
と
い
ひ
し
に
隣
の
妻
の
御
隠
居
様
と
や
は

り
い
ふ　

処
が
ら
伊
せ
の
濱
を
ぎ
も
と
の
名
を
よ
は
れ
ん
と
し
も
お
も
は
さ
り
し
を（「
塵
之
中
」明
治
二
六
年
七
月
二
六
日
）

・	

今
は
た
小
家
が
ち
の
む
さ

く
し
き
町
に
か
た
ゐ
乞
食
な
ど
様
の
人
を
友
と
し
て（「
塵
中
日
記
」明
治
二
六
年
一
一
月
一
五
日
）

な
ど
と
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ま
で
暮
ら
し
て
い
た
本
郷
菊
坂
町
と
は
様
相
を
異
に
す
る
新
し
い
環
境
に
つ
い
て
、
母
と
妹
を
養
う
た
め

と
い
う
固
い
決
意
の
も
と
に
こ
の
町
に
来
て
は
み
た
も
の
の
、
一
葉
に
と
っ
て
、
後
悔
と
落
胆
を
感
じ
ざ
る
を
得
な
い
状
況
で
あ
っ
た
こ

と
が
窺
え
る
。
こ
れ
が
現
実
で
あ
っ
た
。

　

そ
の
一
方
で
、
戸
主
と
し
て
こ
の
町
で
活
路
を
見
出
そ
う
と
す
る
一
葉
の
姿
も
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。「
落
ち
ぶ
れ
て
」と
自
身
を
表
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現
す
る
反
面
、
野
々
宮
き
く
等
の
友
人
や
妹
の
く
に
と
吉
原
見
物
に
出
か
け
た
り
、「
障
子
一
重
な
る
我
部
屋
は
和
漢
の
聖
賢
文
墨
の
士

來
り
あ
つ
ま
つ
て
仙
境
を
な
す　

塵
中
に
清
風
を
生
し
清
風
お
の
づ
か
ら
塵
中
に
通
ず　

わ
が
浮
草
之
舎
も
又
一
奇
ぞ
か
し
」（「
塵
中
日

記
今
是
集
」（
甲
種
）
明
治
二
六
年
一
〇
月
九
日
）
と
も
記
し
、
一
葉
な
り
に
龍
泉
寺
町
で
の
快
適
さ
を
見
出
し
た
記
録
も
残
っ
て
い
る
。

さ
ら
に「
七
つ
と
い
ふ
と
し
よ
り
草
々
紙
と
い
ふ
も
の
を
好
ミ
て
」で
始
ま
る
有
名
な
一
文
は「
塵
之
中
」（
明
治
二
六
年
八
月
一
〇
日
）に

書
か
れ
て
お
り
、
幸
せ
だ
っ
た
子
供
時
代
、
不
本
意
な
が
ら
も
小
学
校
を
退
学
し
た
経
緯
、
父
の
尽
力
で「
萩
の
舎
」へ
入
門
で
き
た
喜
び

な
ど
を
つ
づ
っ
て
い
る
。

　

こ
れ
ら
の
日
記
の
記
事
か
ら
、
一
葉
に
と
っ
て
龍
泉
寺
町
と
い
う
場
所
は
、
か
つ
て
の
幸
福
な
生
活
、
す
な
わ
ち「
萩
の
舎
」で
の
雅
な

日
々
や
楽
し
か
っ
た
日
常
の
思
い
出
と
、
店
を
切
り
ま
わ
す
女
主
と
な
っ
た
今
と
が
交
差
す
る
街
で
あ
る
こ
と
が
見
て
取
れ
る
。
そ
し
て

古
い
自
分
を「
し
の
ぶ
」こ
と
は
、
過
去
と
の
距
離
を
測
る
こ
と
で
、
今
の
我
の
位
置
を
確
か
め
よ
う
と
す
る
意
味
が
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。

　
　
　
　

三　

根
岸
の
里
と
龍
泉
寺
町
―
過
去
と
現
在
―

　

さ
て
、
龍
泉
寺
町
が
一
葉
の
生
活
の
場
で
あ
り「
現
実
」で
あ
る
な
ら
ば
、
根
岸
は
ど
の
よ
う
な
場
所
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
「
琴
の
音
」は
、（
上
）の
段
で
渡
邊
金
吾
の
来
歴
と
そ
の
不
運
を
語
り
、（
下
）の
段
で
は
、
琴
を
奏
で
る
森
江
し
づ
が
唐
突
に
登
場
す
る
。

そ
の
住
ま
い
は
（
下
）
の
冒
頭
に
、「
御
行
の
松
に
吹
か
ぜ
音
さ
び
て
、
根
岸
田
甫
に
晩
稲
か
り
ほ
す
頃
、
あ
の
あ
た
り
に
森
江
し
づ
と
呼

ぶ
女
あ
る
じ
の
家
を
」と
あ
る
こ
と
か
ら
、龍
泉
寺
町
と
同
じ
下
谷
区
の
根
岸
、御
行
の
松
の
辺
り
で
あ
る
こ
と
が
理
解
さ
れ
る【
図
版
１
】。

「
琴
の
音
」
の
舞
台
と
な
っ
た
根
岸
と
は
、
下
谷
北
部
に
位
置
し
、
俗
に
「
根
岸
の
里
」
と
呼
ば
れ
、
江
戸
近
郊
の
閑
静
な
土
地
と
し
て
知

ら
れ
て
い
た（
６
）。
古
く
は
文
政
三
年
の
根
岸
を
描
い
た「
根
岸
略
図
」【
図
版
２
】か
ら
、
酒
井
包
一
、
亀
田
鵬
斎
、
鈴
木
其
一
ら
著
名
人
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が
居
を
構
え
て
い
た
こ
と
や
、
フ
タ
マ
タ
エ
ノ
キ
、
カ
イ
ホ
ウ
ノ
モ

ミ
、
オ
ギ
ャ
ウ
ノ
マ
ツ
な
ど
の
三
木
、
ウ
グ
ヒ
ス
、
タ
カ
モ
リ
ヒ
バ
リ
、

ミ
カ
ハ
シ
マ
ツ
ル
の
三
鳥
や
、
梅
見
、
藤
見
、
雪
見
の
名
所
と
し
て

も
知
ら
れ
る
、
雅
趣
あ
る
場
所
で
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。

　

ま
た「
江
戸
名
所
図
会
」巻
之
六
第
一
七
冊（
天
保
七
年
刊
）に
は
、「
呉
竹
の
根
岸
の
里
は
、上
野
の
山
蔭
に
し
て
、幽
趣
あ
る
が
故
に
や
、

都
下
の
遊
人
多
く
は
こ
こ
に
隠
棲
す
。
花
に
な
く
う
ぐ
い
す
、
水
に
す
む
鮭
も
、
と
も
に
こ
の
処
に
産
す
る
も
の　

其
声
ひ
と
ふ
し
あ
り

て
、
世
に
賞
愛
さ
れ
は
べ
り
」と
記
さ
れ
、
裕
福
な
家
庭
の
別
荘
や
、
大
店
の
主
等
が
妾
を
住
ま
わ
せ
た
場
所
で
も
あ
っ
た
。

　

一
葉
が
龍
泉
寺
町
に
住
ん
だ
同
じ
こ
ろ
、
明
治
二
七
年
二
月
か
ら
明
治
三
五
年
九
月
ま
で
、
根
岸
に
は
正
岡
子
規
が
い
た
。
子
規
庵
と

【図版２】「根岸略図」小沢圭写　明治 27年
（国立国会図書館ウェブサイトより転載）

【図版１】御行の松　年不詳
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一一六　樋口一葉「琴の音」の背景―根岸の里に思い潜めて―

称
さ
れ
た
そ
の
家
に
は
、
漱
石
、
鷗
外
、
高
浜
虚
子
、
河
東
碧
悟
桐
ら
が
足
を
運
び
、
子
規
の
文
学
活
動
の
場（
７
）と
な
っ
て
い
た
。

鶯
の
ね
ぐ
ら
や
ぬ
れ
ん
く
れ
竹
の
根
岸
の
里
に
春
雨
ぞ
ふ
る

侘
び
て
住
む
根
岸
の
伏
屋
野
を
近
み
蛍
飛
ぶ
な
り
庭
の
く
れ
竹

名
月
や
わ
れ
は
根
岸
の
四
畳
半
青
々
と
冬
を
根
岸
の
一
つ
松

な
ど
、
子
規
は
終
の
棲
家
と
な
っ
た
根
岸
の
四
季
折
々
の
風
情
に
つ

い
て
愛
着
を
込
め
て
詠
み
、
往
時
の
様
子
を
伝
え
て
い
る
。
こ
れ
ら

の
句
か
ら
、
一
葉
が「
琴
の
音
」を
書
い
た
明
治
二
六
年
頃
の
根
岸
は

一
面
が
田
圃
で
あ
っ
た
と
言
わ
れ
る
も
の
の【
図
版
３
】、
江
戸
時
代

か
ら
大
き
く
変
化
す
る
こ
と
な
く
、
風
流
人
が
好
ん
で
住
み
、
豊
か

な
文
化
を
た
た
え
た
場
所
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
一
葉
の
作
品

「
う
も
れ
木
」が
、
一
流
と
さ
れ
る
商
業
雑
誌『
都
の
花
』に
初
め
て
掲

載
さ
れ
た
時
の
編
集
者
で
あ
っ
た
藤
本
藤
陰
も
当
時
根
岸
に
住
ん
で

お
り
、
一
葉
は
明
治
二
七
年
二
月
二
三
日
に
訪
問
し
て
い
る
。

　

一
葉
に
と
っ
て
龍
泉
寺
町
が「
現
在
」で
あ
る
な
ら
ば
、
同
じ
下
谷

区
の
根
岸
は
、
そ
の
風
雅
な
地
域
性
か
ら
、
幸
福
だ
っ
た
過
去
を
想

起
さ
せ
る
場
所
だ
っ
た
と
考
え
る
こ
と
が
可
能
な
の
で
は
な
い
だ
ろ

【図版３】東京名所「根岸之里」明治 25年
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う
か
。
一
葉
が
龍
泉
寺
町
に
転
居
を
決
め
た
時
、「
萩
の
舎
」同
門
で
親
し
く
し
て
い
た
田
中
み
の
子
が
住
ん
で
い
た
地
域
を
避
け
た
事
実

が
あ
る
（
８
）。
こ
こ
か
ら
は
、「
萩
の
舎
」
か
ら
遠
ざ
か
ろ
う
と
固
く
決
意
し
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
転
居
後
わ
ず

か
四
カ
月
経
っ
た
明
治
二
六
年
一
一
月
一
五
日
に
は「
萩
の
舎
」の
師
匠
で
あ
る
中
島
歌
子
を
訪
ね
、
庭
を
眺
め
な
が
ら
、
か
つ
て
こ
こ
の

家
の
娘
と
ま
で
言
わ
れ
た
自
分
を
現
在
の
生
活
と
ひ
き
く
ら
べ
て
回
想
し
て
い
る
。
一
葉
は
、
や
は
り「
萩
の
舎
」と
い
う
雅
の
世
界
か
ら

離
れ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
。「
琴
の
音
」を
完
成
さ
せ
、
星
野
天
知
に
原
稿
を
郵
送
し
た
の
は
そ
の
訪
問
か
ら
一
〇
日
後
の

こ
と
で
あ
る
。

　

一
葉
は「
蓬
生
日
記
」（
明
治
二
四
年
一
一
月
八
日
）に
、「
名
高
き
御
行
ノ
松
な
と
見
物
す
」と
記
し
、「
日
記
」（
明
治
二
六
年
六
月
二
五
日
）

で
は
、「
夫
よ
り
根
岸
に
下
り
て
御
行
の
松
一
覧　

そ
の
わ
た
り
の
田
の
早
苗
い
ま
は
盛
り
に
と
る
な
る　

日
暮
る
ゝ
も
し
ら
す
見
る
も

を
か
し
」
と
、
時
を
忘
れ
て
早
苗
を
刈
る
様
子
に
見
と
れ
て
い
た
と
書
い
て
い
る
。
一
葉
が
根
岸
に
赴
い
た
記
録
は
三
件
の
み
確
認
で
き

る
が
、
一
葉
に
と
っ
て
根
岸
は
、
強
い
印
象
を
残
し
た
も
の
と
想
像
さ
れ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
根
岸
を
象
徴
す
る
樹
木
と
し
て
御
行
の
松
が
登
場
す
る
こ
と
も
、
根
岸
を
舞
台
と
す
る
設
定
に
大
き
く
関
与
し
た
と
思
わ

れ
る
。

　
　
　
　
　

た
き
あ
る
と
こ
ろ

松
の
を
と
こ
と
に
し
ら
ぶ
る
山
風
は
瀧
の
い
と
を
や
す
げ
て
ひ
く
ら
ん（「
貫
之
集
」巻
一　

94
）

　
　
　
　
　

ひ
ぐ
ら
し

松
の
ね
は
秋
の
し
ら
べ
に
き
こ
ゆ
な
り
た
か
く
せ
め
あ
げ
て
風
ぞ
ひ
く
ら
し（「
拾
遺
和
歌
集
」巻
七　

物
名　

372
）
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一一六　樋口一葉「琴の音」の背景―根岸の里に思い潜めて―

こ
れ
ら
の
２
首
は
、「
月
影
臨
秋
扇　

松
聲
入
夜
琴　

若
至
蘭
臺
下　

還
拂
楚
王
襟
」（
風
・『
李
嶠
百
二
〇
詠
』）
等
の
漢
詩
文
に
見
ら
れ

る「
琴
の
音
」を「
松
風
」と
す
る
表
現
を
踏
襲
し
た
も
の（
９
）で
、「
こ
の
事
終
り
て
後
久
子
の
君
か
引
す
さ
ひ
給
ひ
し
こ
と
の
ね
は
心
な
き

お
の
れ
さ
へ
松
風
の
ひ
ゝ
き
と
も
や
い
ふ
へ
か
ら
ん
と
お
も
は
れ
侍
り
き
」（「
若
葉
か
け
」明
治
二
四
年
四
月
一
一
日
）と「
萩
の
舎
」門
人

で
あ
る
吉
田
か
と
り
子
の
妹
・
久
子
が
弾
い
た
琴
の
演
奏
に
つ
い
て
日
記
に
つ
づ
っ
た
一
葉
は
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
こ
の
表
現
法
を
承

知
し
て
お
り
、
習
得
し
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。

　

根
岸
、
琴
の
音
、
御
行
の
松
は
、
小
説「
琴
の
音
」に
お
い
て
鍵
と
な
る
記
号
群
で
あ
る
。
と
り
わ
け
御
行
の
松
は
、
根
岸
と
い
う
場
所

を
象
徴
す
る
と
同
時
に
、
松
風
の
音
を
琴
の
音
の
比
喩
と
す
る
伝
統
的
な
手
法
を
一
葉
に
想
起
さ
せ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
森
江
し
づ
が
弾

く
琴
の
音
の
構
想
は
、
根
岸
と
い
う
土
地
と
不
可
分
の
も
の
な
の
で
あ
る
。

　

龍
泉
寺
町
で
は
な
く
、
龍
泉
寺
町
か
ら
ほ
ど
近
い
、
け
れ
ど
も
趣
を
異
に
す
る
根
岸
に
小
説
の
舞
台
を
求
め
た
と
こ
ろ
に
、
雅
を
追
求

し
て
や
ま
な
い
一
葉
の「
過
去
」へ
の
未
練
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。「
琴
の
音
」は
確
か
に
、
一
葉
が
新
た
な
テ
ー
マ
を
手
に
入
れ
た
作
品

で
は
あ
る
が
、龍
泉
寺
町
を
細
民
街
と
捉
え
ず
、こ
の
町
を「
た
け
く
ら
べ
」の
街
へ
と
昇
華
さ
せ
る
ま
で
に
は
、ま
だ
時
間
が
必
要
で
あ
っ

た
と
言
え
る
。

　
　
　
　

四　

結
び
に
代
え
て

　

大
胆
な
決
意
で
下
谷
龍
泉
寺
町
へ
と
転
居
し
、
慣
れ
な
い
商
売
を
始
め
た
も
の
の
、
生
活
は
思
う
よ
う
に
は
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
れ
が

龍
泉
寺
町
で
の
一
葉
の
結
論
で
あ
っ
た
。

　
「
琴
の
音
」
の
主
人
公
で
あ
る
渡
邊
金
吾
を
、
小
宮
山
嘉
一
郎
を
モ
デ
ル
と
す
る
論
考
（
10
）
も
あ
る
。
嘉
一
郎
は
信
州
の
元
蚕
種
商
人
小
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宮
山
庄
司
の
息
子
で
、
庄
司
が
一
葉
の
従
妹
の
広
瀬
ぶ
ん
と
過
ち
を
犯
し
上
京
。
の
ち
に
東
京
に
呼
び
寄
せ
ら
れ
た
嘉
一
郎
は
苦
労
を
重

ね
た
。
そ
の
姿
に
金
吾
の
境
遇
を
重
ね
た
説
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
父
を
亡
く
し
、
戸
主
と
し
て
の
重
い
責
任
を
担
い
、
孤
独
で
あ
っ
た
当
時
の
一
葉
の
境
遇
を
考
え
る
と
、
琴
の
音
に
心
癒
さ

れ
、
更
生
し
た
と
も
救
済
さ
れ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
金
吾
の
造
形
に
は
、
一
葉
自
ら
が
救
わ
れ
た
い
と
の
思
い
が
込
め
ら
れ
て
い
た
は
ず

で
、
一
葉
こ
そ
金
吾
で
は
な
か
っ
た
か
と
思
わ
れ
る
。

　

龍
泉
寺
町
時
代
に
記
し
た
一
葉
の
日
記
に
は
、昔
の
述
懐
と
現
在
の
悲
哀
が
つ
づ
ら
れ
て
い
る
。「
琴
の
音
」は
、一
葉
の
過
去（
思
い
出
）

を
舞
台
に
、
救
わ
れ
た
い
と
願
う
一
葉
の
現
実
を
乗
せ
た
作
品
で
あ
る
と
言
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

注（
１
）	

琴
の
音
に
ひ
き
と
め
ら
る
ゝ
綱
手
縄
た
ゆ
た
ふ
心
君
し
る
ら
め
や（「
源
氏
物
語
」須
磨
巻
・
五
節
の
君
の
歌
）

	

奈
良
へ
ま
か
り
け
る
時
に
、
荒
れ
た
る
家
に
、
女
の
、
琴
弾
き
け
る
を
聞
き
て
、
よ
み
て
、
入
れ
た
り
け
る

	

わ
び
人
の
す
む
べ
き
宿
と
見
る
な
へ
に
嘆
き
加
は
る
琴
の
ね
ぞ
す
る（「
古
今
和
歌
集
」雑
下
・
良
岑
宗
貞〈
遍
照
〉）

（
２
）	

湯
地　

孝「
樋
口
一
葉
」	

東
京
帝
國
大
學
國
文
學
研
究
室
編
輯　

國
文
學
研
究
室
叢
書
第
六
編（
至
文
堂　

大
正
一
五
年
一
〇
月
）

（
３
）	

村
松
定
孝「
評
伝
樋
口
一
葉
」（
実
業
之
日
本
社　

昭
和
三
四
年
九
月
）

（
４
）	

安
田
保
雄「
樋
口
一
葉
と『
即
興
詩
人
』
―
『
琴
の
音
』か
ら『
た
け
く
ら
べ
』へ
―
」（『
成
蹊
国
文
』14　

昭
和
五
五
年
一
二
月
）

（
５
）	

愛
知
峰
子「
伝
統
性
と
時
代
性
の
融
合
―
樋
口
一
葉『
琴
の
音
』の
試
み
―
」（『
名
古
屋
近
代
文
学
研
究
』12　

平
成
六
年
一
二
月
）

（
６
）	

台
東
区
史
編
纂
専
門
委
員
会「
文
人
の
里
」（
ビ
ジ
ュ
ア
ル
台
東
史
」　

平
成
九
年
二
月
）

（
７
）	

松
本
和
也「
下
谷
根
岸
い
ま
む
か
し
」（「
下
谷
根
岸
」　

昭
和
六
〇
年
一
〇
月
）

（
８
）	

牛
込
な
ら
ば
神
楽
坂
あ
た
り
こ
そ
覺
ゆ
れ
ど
知
る
人
ち
か
ゝ
ら
む
も
侘
し
く（「
塵
之
中
」明
治
二
六
年
七
月
一
五
日
）

（
９
）	

中
野
方
子「
白
雪
曲
」と「
琴
心
」
―
貫
之
の
琴
の
歌
と
漢
詩
文
―
（『
中
古
文
学
』52
号　

平
成
五
年
一
一
月
）

（
10
）	

林
嵐
研
究
発
表「
樋
口
一
葉『
琴
の
音
』の
構
想
と
そ
の
基
盤
」（『
国
際
日
本
文
学
研
究
集
会
会
議
録
』20
号　

平
成
九
年
一
〇
月
）
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【図版 1】御行の松 年不詳

【図版 3】東京名所「根岸之里」明治 25 年
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【
図

版
2】「

根
岸

略
図

」
小

沢
圭

写
　

明
治

27
年

（
国

立
国

会
図

書
館

ウ
ェ

ブ
サ

イ
ト

よ
り

転
載
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