
佐
藤
春
夫

『
車
塵
集
』

に
お
け
る
吉
典
和
歌
と
の
交
渉

朱

衛

車工

一
、
話
じ
め
に
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漢
詩
は
漢
字
と
と
も
に
日
本
に
伝
来
し
、
以
来
日
本
の
文
化
は
、
近
世
に
い
た
る
ま
で
漢
詩
、
漢
文
学
が
重
視
さ
れ
て
来
た
。
門
口
本
人
は
、

漢
誌
を
訓
読
、
ま
た
創
作
も
多
く
行
っ
て
来
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
明
治
期
に
入
る
と
、
西
洋
崇
拝
の
忠
潮
が
高
ま
り
、
特
に
日
清
戦
争
後
、

中
国
に
対
す
る
擾
越
性
を
誇
示
す
る
た
め
、
ヨ
本
は
こ
れ
ま
で
深
い
影
響
を
受
け
た
漢
詩
文
を
外
国
文
学
の
一
つ
と
し
て
認
識
す
る
よ
う
に

な
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
時
代
背
景
の
も
と
、
漢
字
制
限
や
廃
止
を
議
論
の
中
心
と
し
た
国
字
改
良
運
動
が
盛
ん
に
行
わ
れ
、
訓
読
に
よ
ら
な
い

漢
詩
の
翻
訳
も
多
く
行
わ
れ
た
の
で
あ
る
。
仮
名
論
者
の
中
村
春
二
の
仮
名
文
字
に
よ
る
漢
訳
詩
集
「
皆
詩
選
ぬ
き
ほ
」

(
S
N
N
)

や
ロ
ー
マ
字

論
者
の
土
岐
善
麿
の
ロ
ー
マ
字
に
よ
る
漢
訳
詩
集
言
問
巳
ωロ
ロ
。
叶
ω
習
指
乙

(
S
N
印
)
な
ど
が
そ
の
典
型
例
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
翻
訳
は
、
漢

字
の
廃
止
が
中
国
と
の
文
化
的
断
絡
を
お
こ
し
、
仏
教
な
ど
の
東
洋
精
神
も
伝
え
ら
れ
な
い
と
す
る
、
漢
字
擁
護
論
者
へ
の
挑
戦
で
あ
っ
た
が
、

読
者
が
限
ら
れ
て
い
た
た
め
大
き
な
影
響
力
を
持
つ
こ
と
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

一
九
二
九
年
、
佐
藤
春
夫
の
漢
詩
和
訳
詩
集
「
車
題
集
」
が
出
版
さ
れ
た
。
「
車
鹿
集
」
は
従
来
の
訓
読
に
よ
ら
ず
、
格
調
あ
る
韻
律
美
を

も
っ
て
翻
訳
し
た
画
期
的
な
訳
詩
集
で
あ
る
。
吋
車
・
題
集
」
の
発
表
後
も
佐
藤
は
、
同
様
の
手
法
に
よ
り
、
つ
主
笛
譜
」
(
東
京
出
版

SAF∞
)
を

は
じ
め
と
す
る
漢
詩
の
翻
訳
を
行
な
っ
て
い
た
。
こ
れ
ら
の
漠
訳
詞
の
組
訳
は
、
井
伏
鱒
二
や
日
夏
歌
之
介
、
那
珂
秀
穂
ら
に
も
影
響
を
与
え

が
)
。
小
説
家
・
評
論
家
の
福
永
武
彦
は
、
佐
藤
春
夫
や
井
伏
鱒
二
、
日
憂
歌
之
介
の
訳
詩
集
は
、
漢
詩
の
翻
訳
を
西
洋
誌
の
翻
訳
と
同
レ
ベ
ル

に
ま
で
発
展
さ
せ
た
と
指
摘
し
て
い
る
。

勿
論
、
福
永
の
こ
の
指
摘
は
、
漢
文
や
漢
詩
に
対
す
る
関
心
が
薄
れ
、
そ
れ
ら
を
読
め
る
人
も
減
少
し
て
い
た
明
治
期
以
降
の
時
代
背
景
と

一切一
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関
連
し
て
生
ま
れ
た
曾
説
で
あ
ろ
う
。

門
商
品
1

題
集
い
は
ま
た
、
中
国
の
女
流
詩
人
と
そ
の
作
品
を
、
日
本
で
初
め
て
紹
介
し
た
作
品
で
も
あ
る
。
古
代
の
女
流
詩
人
の
作
品
は
、
「
車

盤
集
」
の
序
文
で
奥
野
信
太
郎
が
「
地
上
に
散
り
敷
い
た
つ
つ
ま
し
い
花
び
ら
」
と
表
現
し
た
通
り
、
当
時
の
中
国
に
お
い
て
も
ほ
と
ん
ど
研

究
が
な
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
そ
れ
ら
を
成
集
・
翻
訳
し
腫
ら
せ
た
、
佐
藤
の
功
績
は
大
き
い
と
い
え
よ
う
。
こ
う
し
た
理
由
か
ら
「
車
麗
集
」

は
、
百
本
の
漢
献
詩
に
お
い
て
腔
史
的
意
義
の
あ
る
作
品
で
あ
る
。

「
車
陛
築
」
は
、
こ
れ
ま
で
に
も
い
く
つ
か
研
究
が
な
さ
れ
て
き
た
。
そ
れ
ら
の
テ

i
マ
は
、
大
き
く
分
け
て
、
原
誌
と
の
比
較
に
よ
る
訳

詩
の
検
証
と
原
典
の
捜
索
の
二
つ
に
大
別
さ
れ
る
。
訳
誌
の
検
証
を
行
な
っ
た
先
行
研
究
に
は
、
そ
の
主
な
も
の
と
し
て
、
原
田
毅
貞
、
江
新

附
刷
、
吉
川
川
発
輝
ら
の
論
が
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
研
究
は
い
ず
れ
も
、
訳
誌
が
「
原
誌
に
忠
実
か
」
と
い
う
点
に
論
が
集
中
し
て
お
り
、

佐
藤
の
翻
訳
技
法
に
つ
い
て
は
ほ
と
ん
ど
論
じ
ら
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

本
識
で
は
、
ま
ず
佐
藤
の
叫
ん
平
鹿
集
」
創
作
の
背
景
と
誠
意
図
を
考
察
し
、
次
に
古
典
和
歌
か
ら
の
影
響
を
は
じ
め
と
す
る
、
佐
藤
の
翻
訳
手

法
に
つ
い
て
の
具
体
的
検
証
を
行
な
う
。
古
典
和
歌
の
影
響
は
、
の
重
要
な
特
色
の
一
つ
で
あ
る
た
め
、
こ
れ
に
つ
い
て
の
研
究

あ
る
と
恕
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
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一
一
、
吋
車
産
集
」
の
翻
訳
意
図

中
国
歴
朝
の
女
流
詩
人
の
詩
歌
を
翻
訳
し
は
じ
め
た
当
時
、
佐
藤
は
谷
続
料
一
郎
の
夫
人
だ
っ
た
千
代
子
へ
の
悲
恋
と
失
望
の
ど
ん
底
に

あ
っ
た
。

ET鹿
集
」
の
誌
に
は
、
矯
熱
的
な
恋
愛
や
悲
恋
を
詠
っ
た
も
の
が
多
い
と
こ
ろ
か
ら
、
千
代
子
へ
の
思
い
を
、
中
国
の
女
流
詩
人

の
詩
を
借
り
て
綴
る
こ
と
を
意
因
し
た
可
能
性
も
あ
り
、
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
す
で
に
先
行
研
究
で
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

「
楚
小
志
」
か
ら
の
引
用
「
美
人
香
骨
、
化
作
車
塵
」
は
、
「
車
塵
集
い
の
タ
イ
ト
ル
の
由
来
に
か
か
わ
り
、
今
は
無
名
の
「
車
態
」
と
な
っ

た
か
つ
て
の
女
流
詩
人
た
ち
と
そ
の
誌
を
暗
示
し
て
い
る
。
ま
た
「
原
作
者
の
事
そ
の
他
」
に
は
、

d
、円巴
ω
。ロ
ω
。己

}gHHamg己一
g
g己
ー

-

H
4
5
8古
〈
日
。
ロ
ョ
と
ヴ
ィ
ヨ
ン
の
室
開
の
欝
一
女
の
バ
ラ
ー
ド
」
の
一
節
が
引
用
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
詩
の
第
一
部
は
、
口
14SB

マ
神
話
に
登
場
す

る
女
神
た
ち
の
美
し
さ
を
賛
し
、
引
用
部
分
「
さ
あ
れ
士
口
歳
の
雪
は
い
ず
く
ぞ
」
の
リ
プ
レ
イ
ン
で
結
ん
だ
内
容
で
、
「
美
人
香
骨
、
化
作
事

塵
」
の
詩
情
に
も
共
通
す
る
も
の
で
あ
る
。
す
で
に
「
車
題
」
と
化
し
、
そ
の
誌
と
と
も
に
風
の
中
に
消
え
ゆ
く
運
命
に
あ
っ
た
、
歴
朝
の
女



流
詩
人
た
ち
に
佐
藤
は
間
憶
し
、
そ
の
誌
を
翻
訳
し
紹
介
す
る
こ
と
で
彼
女
た
ち
の
面
影
を
と
ど
め
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

奥
野
信
太
郎
も
吋
車
麗
集
』
の
序
文
の
中
で
、
以
下
の
よ
う
に
解
説
し
て
い
る
。

車
題
集
収
め
る
と
こ
ろ
の
六
朝
よ
り
明
朝
に
至
る
女
流
詩
人
の
作
品
数
十
篇
は
ま
こ
と
に
庭
中
第
一
枝
の
春
を
豊
か
に
飾
っ
て
い
っ
た

花
で
は
な
い
。
い
ず
れ
も
葉
が
く
れ
の
幽
暗
を
小
さ
な
燭
の
如
く
ひ
そ
か
に
明
る
く
し
て
そ
の
ま
〉
地
上
に
散
り
敷
い
た
つ
つ
ま
し
い
花

び
ら
の
姿
で
あ
る
。

次
に
、
表
題
の
「
芥
川
龍
之
介
が
よ
き
霊
に
捧
ぐ
」
と
い
う
献
辞
と
、
訳
詩
本
文
の
最
後
に
あ
る
、
芥
川
龍
之
介
の
誌
の
引
用
に
注
目
し

て
み
よ
う
。
そ
れ
は
、
吋
車
塵
集
」
の
も
う
一
つ
の
創
作
意
図
を
示
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

訳
詩
本
文
の
最
後
に
あ
る
、

ひ
た
ぶ
る
に
耳
一
傾
け
よ
。

空
み
つ
大
和
言
葉
に

こ
も
ら
へ
る
筆
篠
の
音
、
ぞ
あ
る
。
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と
い
う
詩
は
、
芥
川
龍
之
介
の
「
修
辞
学
」
と
題
す
る
三
行
詩
を
引
用
し
た
も
の
で
あ
る
。
佐
藤
春
夫
は

論
「
愛
の
世
界
」
(
朝
・
日
新
開
社

5
8
)
の
中
で
、
こ
の
詩
に
つ
い
て
以
下
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。

「
車
麗
集
同

の
発
表
後
に
著
し
た
詩

こ
れ
は
こ
の
作
者
(
芥
川
|
|
筆
者
注
)
の
国
語
に
対
す
る
深
い
愛
情
を
歌
っ
た
も
の
で
、
ま
た
国
語
の
美
し
い
趣
を
こ
の
三
行
で
異

体
的
に
見
せ
て
く
れ
る
や
う
な
作
品
で
も
あ
る
。
(
中
略
)
ひ
た
ぶ
る
に
と
は
、
一
途
に
一
心
に
心
を
こ
め
て
熱
心
に
と
い
ふ
や
う
な
意

味
を
持
っ
た
言
葉
だ
と
い
ふ
こ
と
は
説
明
す
る
ま
で
も
な
い
が
、
最
初
の
一
旬
は
、
ま
あ
、
注
意
し
て
聴
い
て
見
給
へ
と
い
う
だ
け
の
こ

と
、
(
中
略
)
『
空
み
つ
』
は
大
和
の
枕
言
葉
、
築
後
は
東
洋
古
代
の
弦
楽
器
で
ハ

i
プ
の
や
う
な
立
琴
の
一
種
、
く
だ
ら
ご
と
と
も
い
ふ
。
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こ
の
佐
藤
の
解
説
か
ら
、
「
車
陸
集
い
に
お
け
る
「
修
辞
学
」
の
引
用
は
、
「
大
和
言
葉
の
な
か
に
あ
る
、
東
洋
の
心
に
よ
く
茸
を
傾
け
よ
」

と
い
う
内
容
を
意
味
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
こ
に
は
、
吋
寧
臨
集
い
の
翻
訳
意
図
が
凝
縮
さ
れ
て
は
い
な
い
だ
ろ
う
か
。
す
な
わ
ち
、

古
典
和
歌
の
も
つ
大
和
音
葉
の
美
し
さ
を
読
者
に
怯
え
る
こ
と
も
、
糊
訳
意
図
の
一
つ
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

「
車
麗
集
い
は
、
漢
誌
の
一
践
を
古
語
に
置
き
替
え
る
こ
と
で
、
議
律
美
し
く
詩
を
翻
訳
し
て
い
る
。
そ
し
て
韻
律
美
の
他
に
も
、
古
典
利
歌
の

影
響
に
よ
る
と
思
わ
れ
る
い
く
つ
か
の
手
法
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
以
下
、
古
典
和
歌
の
影
響
に
よ
る
翻
訳
手
法
に
つ
い
て
論
じ
て
み
た
い
。

一
、
古
典
和
歌
に
よ
る
翻
訳
手
法

ー
部
立
を
意
識
し
た
配
列

吋
車
騒
集
」
は
、
六
加
明
か
ら
明
代
ま
で
の
三
十
二
名
の
女
流
詩
人
に
よ
る
、
四
十
八
錦
の
詩
を
翻
訳
し
た
作
品
で
あ
る
。
四
十
八
篇
中
、
人

物
の
感
情
を
中
心
に
誌
ん
だ
(
和
歌
で
い
う
人
事
詠
)
詩
は
、
「
女
ご
こ
ろ
」
、
「
怨
ご
と
」
、
「
思
ひ
あ
ふ
れ
で
」
、
「
と
も
し
灯
の
教
へ
」
、
「
残

灯
を
駄
み
て
」
の
五
籍
。
禁
物
の
抗
写
に
よ
り
人
物
の
感
情
を
詠
ん
だ
(
和
歌
で
い
う
景
物
誌
)
誌
は
四
十
議
と
最
も
多
く
、
残
り
三
篇
、
「
水

彩
風
景
」
、
「
川
ぞ
ひ
の
糊
に
よ
り
て
」
、
「
採
蓮
」
は
純
粋
な
風
景
誌
で
あ
る
。

主
な
原
典
は
先
行
研
究
に
よ
り
、
「
名
媛
詩
帰
」
と
「
青
楼
韻
語
」
で
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
作
者
を
身
分
と
朝
代
に

分
け
て
編
築
し
て
い
る
が
、
『
車
鹿
集
」
は
そ
れ
と
異
な
り
、
春
夏
秋
冬
の
四
季
順
に
大
別
し
配
列
し
て
い
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
先
行

研
究
で
も
指
摘
さ
れ
て
お
り
、
吉
川
発
輝
は
以
下
の
よ
う
に
、
吋
寧
塵
集
」
の
誌
を
由
季
限
に
分
類
し
て
い
る
。

春
・
「
た
だ
若
き
日
を
惜
し
め
」
か
ら
「
行
く
春
」
ま
で
の
十
六
篇

夏
・
・
「
そ
ぞ
ろ
ご
こ
ろ
」
か
ら
「
採
蓮
」
ま
で
の
十
篇

秋
・
・
「
は
つ
秋
」
か
ら
「
と
も
し
灯
の
教
へ
」
ま
で
の
十
二
篇

冬
:
「
残
燈
を
詠
み
て
」
か
ら
「
霜
下
の
草
」
ま
で
の
十
篇

そ
こ
で
は
ま
た
四
季
と
同
時
に
、
恋
愛
の
パ
リ
ヱ

i
シ
ョ
ン
(
恋
愛
の
渇
望
、
成
就
、
恋
人
を
待
つ
寂
し
さ
、
そ
し
て
恋
愛
の
終
わ
り
)
や
、
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人
生
の
青
春
か
ら
老
い
へ
の
過
穂
に
臨
と
て
も
酎
刻
字
卒
さ
れ
て
い
る
b

ζ

の
よ
う
な
配
列
方
法
に
つ
い
て
、
佐
藤
は
吋
紀
寅
之
の
こ
の

中
で
、
そ
れ
は
「
古
今
和
歌
集
」
に
お
い
て
行
き
傾
い
て
い
尋
も
の
で
、
「
そ
の
後
二
十
一
代
展
、
代
々
の
勅
撰
集
も
み
な
吉
今
和
歌
集
を
手

本
に
し
た
」
と
指
摘
し
て
い
る
。
官
単
勝
星
の
配
列
方
法
も
唱
一
朝
躍
濯
、
特
に
「
古
今
和
歌
集
」
の
部
立
な
ど
の
影
響
に
よ
る
と
思
わ
れ
る
。

す
な
わ
ち
吋
車
塵
集
」
に
は
、
暴
議
論
と
心
情
詠
の
一
蚕
橋
成
が
見
ら
れ
、
そ
の
い
ず
れ
も
が
、
部
立
を
意
識
し
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
の

で
あ
る
。
こ
の
配
列
手
法
に
よ
り
司
・
識
に
込
め
ら
れ
た
季
節
や
心
情
の
移
り
変
わ
り
を
楽
し
み
、
読
み
す
す
め
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

2

訳
詩
の
韻
律
美

「
車
塵
集
」
の
訳
誌
は
主
に
、
漢
詩
~
の
ブ
旬
を
七
五
調
、
或
い
は
五
七
調
の
一
行
に
訳
し
、
音
韻
を
美
し
く
整
え
る
領
向
が
あ
る
。
中
に
は

「
残
灯
を
地
み
て
」
の
よ
う
に
、
短
歌
風
に
翻
訳
し
た
も
の
も
あ
る
。

「
残
灯
を
昧
み
て
」
沈
満
願

残
灯
猶
未
滅
と
も
し
灯
の

将
尽
更
揚
輝
消
ぬ
が
に
見
え
て

唯
余
一
一
向
焔
な
か
な
か
に

綴
得
解
羅
衣
帯
解
く
問
は
も
え
ま
き
り
つ
つ
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「
車
塵
集
」
の
訳
討
に
お
け
る
膏
韻
の
美
し
さ
は
、
発
表
当
蒔
か
ら
評
僻
さ
れ
て
お
り
、
佐
藤
は
「
漢
詩
の
糊
訳
」
(
吋
研
究
及
び
鑑
賞

hsω
∞}

に
あ
る
「
拙
訳
の
弁
」
で
、
自
分
は
漢
詩
の
翻
訳
で
は
同
県
議
よ
り
も
韻
律
を
重
視
し
て
い
る
と
述
べ
て
い
る
。
ま
た
部
池
敵
一
は
、
「
漢
詩
な

ど
に
対
し
て
も
、
だ
れ
よ
り
も
作
品
の
生
面
を
正
し
く
つ
か
ん
で
ゐ
て
、
そ
れ
を
生
々
と
再
生
さ
せ
る
技
術
を
も
身
に
つ
け
て
ゐ
る
」
と
論
じ
、

佐
藤
の
漢
詩
の
翻
訳
は
原
義
に
悲
実
ず
な
く
と
も
そ
の
詩
情
は
十
分
に
伝
え
て
い
る
と
し
て
い
る
。
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3

和
歌
の
詩
情
を
重
視
す
る
翻
訳

車
庫
差
の
訳
誌
の
特
徴
の
一
つ
は
和
歌
の
詩
情
を
詣
関
す
る
点
で
あ
る
c

以
下
に
幾
っ
か
例
を
挙
げ
、
考
察
を
行
な
っ
て
み
よ
う
。
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「
音
に
精
く
為
」
辞
滞

櫨
事
結
問
心
ま
垣
の
革
を
ゆ
ひ
結
び

将
以
遠
知
音
な
さ
け
知
る
人
に
し
る
べ
せ
む

春
愁
正
新
絶
春
の
う
れ
ひ
の
き
は
ま
り
て

春
鳥
復
哀
吟
春
の
鳥
こ
そ
音
に
も
附
け

原
誌
は
醇
溶
の
五
一
士
一
口
連
作
、
「
春
望
」
四
首
の
第
二
首
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
「
沼
一
般
の
草
を
同
心
結
び
に
し
、
愛
す
る
人
に
残
し
て
見
せ
た
い
。

春
な
の
に
ひ
と
り
で
い
る
寂
し
さ
を
、
よ
う
や
く
忘
れ
得
そ
う
な
思
い
だ
っ
た
が
、
春
の
鳥
の
悲
し
い
時
き
声
と
共
に
ま
た
蘇
っ
て
き
た
」
と

い
う
意
味
で
あ
る
。

原
詩
の
転
句
「
春
愁
正
断
絶
」
は
、
「
春
の
憂
い
が
ち
ょ
う
ど
消
え
そ
う
に
な
る
と
こ
ろ
」
の
意
味
で
あ
る
が
、
訳
詩
で
は
「
春
の
う
れ
ひ

の
き
は
ま
り
て
」
と
逆
の
意
味
に
訳
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
原
誌
の
結
句
「
春
鳥
復
哀
吟
」
に
か
ん
し
て
も
、
訳
詩
で
は
「
春
の
鳥
こ
そ
音
に

も
時
け
」
と
命
令
形
に
な
っ
て
お
り
、
女
性
が
悲
し
ん
で
「
泣
く
」
こ
と
が
「
暗
け
」
に
掛
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
ら
は
佐
藤
が
読
者
に
詩
情
を
信
え
や
す
く
す
る
た
め
、
吉
典
和
歌
の
詩
情
を
意
図
的
に
採
用
し
た
こ
と
に
よ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
が
、

憂
愁
の
詩
情
が
悲
し
み
の
き
わ
み
に
換
わ
っ
て
お
り
、
原
誌
の
詩
清
か
ら
や
や
離
れ
過
ぎ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
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「
春
の
を
と
め
」
詳
濡

風
花
日
将
老
し
づ
心
な
く
散
る
花
に

佳
期
猶
砂
砂
な
げ
き
、
ぞ
長
き
わ
が
挟

不
結
同
心
人
構
を
つ
く
す
語
を
な
み

空
結
同
心
持
十
つ
む
や
愁
の
つ
く
づ
く
し

原
詩
は
唐
代
の
女
流
詩
人
、
醇
濡
の
五
一
一
一
一
口
連
作
、
「
春
望
」
四
首
の
第
三
首
で
、
「
春
風
の
中
の
花
は
日
ご
と
に
終
わ
り
に
近
づ
こ
う
と
し
、



二
人
の
再
会
す
る
こ
と
が
で
き
る
日
は
速
い
彼
方
で
、
つ
い
に
会
わ
な
い
ま
ま
こ
の
春
は
終
わ
ろ
う
と
し
て
い
る
。
同
じ
心
を
誓
い
合
っ
た
人

と
結
ば
れ
ず
、
私
は
た
だ
一
人
で
草
を
同
心
に
結
び
、
淋
し
さ
を
ま
ぎ
ら
わ
し
て
い
る
」
と
い
う
意
味
で
あ
る
。

原
誌
の
転
句
と
結
旬
、
「
不
結
同
心
人
」
、
「
空
結
関
心
草
」
は
、
訳
誌
で
は
そ
れ
ぞ
れ
「
情
を
つ
く
す
君
を
な
み
」
、
「
つ
む
や
愁
の
つ
く
づ

く
し
」
と
訳
さ
れ
て
い
る
。
原
詩
の
「
同
」
「
結
」
と
い
う
字
の
重
出
と
音
韻
、
対
句
に
気
を
配
っ
た
訳
詩
の
韻
律
美
に
つ
い
て
は
、
す
で
に

原
田
親
貞
ら
の
先
行
研
究
で
論
じ
ら
れ
て
い
る
。

結
句
の
「
問
問
心
草
」
は
、
特
に
こ
う
し
た
名
の
草
が
あ
る
わ
け
で
は
な
く
、
同
心
結
び
を
し
た
草
と
い
う
意
味
で
あ
る
が
、
訳
誌
で
は
「
つ

む
や
愁
の
つ
く
づ
く
し
」
と
、
「
同
心
草
」
を
「
つ
く
づ
く
し
」
、
す
な
わ
ち
「
つ
く
し
」
に
換
え
て
詠
ん
で
い
る
。
「
つ
く
づ
く
し
」
は
春
の

景
物
で
あ
り
、
更
に
物
寂
し
さ
や
物
思
い
に
沈
む
さ
ま
を
意
味
す
る
「
つ
く
づ
く
」
と
、
訳
詩
の
転
句
に
あ
る
「
つ
く
す
」
の
掛
認
で
も
あ
る
。

す
な
わ
ち
詩
情
に
お
い
て
も
、
「
同
心
草
」
を
「
つ
く
づ
く
し
」
に
置
換
え
た
の
は
、
実
に
見
事
な
訳
と
言
え
よ
う
。

「
秋
の
滝
」
醇
濡

冷
色
初
澄
一
帯
一
畑
さ
わ
や
か
に
自
路
澄
む
あ
た
り

幽
声
遥
潟
十
糸
絃
音
に
見
え
し
か
そ
け
き
琴
は

長
来
枕
上
牽
情
思
か
よ
ひ
来
て
夜
半
の
ま
く
ら
に

不
使
愁
人
半
夜
眠
寝
も
さ
せ
ず
人
恋
ふ
る
子
を
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こ
の
誌
の
原
題
は
「
秋
泉
」
と
い
う
。
十
糸
絃
の
琴
の
よ
う
に
か
す
か
に
響
く
泉
の
音
が
、

た
め
に
、
ま
ど
ろ
む
こ
と
が
で
き
な
い
、
と
い
う
大
意
の
誌
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
訳
詩
で
は
詩
の
題
が
「
秋
の
滝
」
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
江
新
鳳
は
、
「
自
本
語
の
の
勢
い
は
、
よ

り
も
大
き
く
、
原
誌
で
は
そ
ん
な
大
き
な
勢
い
が
見
え
な
い
」
と
し
、
訳
詩
の
題
が
不
適
切
で
あ
る
と
論
じ
て
い
る
。
だ
が
、
滝
の
水
が
流
れ

落
ち
る
風
景
は
、
日
本
古
典
で
し
ば
し
ば
「
滝
の
糸
」
、
「
滝
の
白
糸
」
と
い
う
歌
こ
と
ば
で
表
現
さ
れ
る
。
原
誌
の
題
を
「
秋
の
滝
」
と
し
た

の
は
、
原
詩
の
承
句
に
あ
る
「
十
糸
絃
」
を
、
「
滝
」
を
連
想
さ
せ
る
語
と
し
て
視
覚
的
に
用
い
た
意
訳
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
ま
た
、
原
詩
の

承
句
に
あ
る
「
幽
声
遥
潟
」
を
訳
誌
で
「
音
に
見
え
し
」
と
訳
し
た
の
も
、
日
本
古
典
の
表
現
技
法
を
用
い
て
「
滝
」
の
音
を
視
覚
的
に
表
現

い
つ
ま
で
も
続
き
恋
人
へ
の
思
い
を
ひ
き
ず
る

113 
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し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
原
詩
に
お
い
て
日
本
の
読
者
に
州
馴
染
み
の
薄
い
諮
殺
が
、
馴
染
み
の
あ
る
古
典
和
歌
の
語
繋
に
躍

換
え
ら
れ
、
そ
の
情
景
や
詩
情
が
よ
り
つ
か
み
や
す
く
さ
れ
て
い
る
傾
向
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

4

本
歌
取
り
的
な
技
法
に
つ
い
て

ET臨
集
」
の
訳
詩
に
は
独
特
の
ス
タ
イ
ル
で
訳
さ
れ
た
、
す
な
わ
ち
原
誌
に
は
な
い
、
古
典
和
歌
を
連
想
さ
せ
る
言
い
回
し
で
訳
さ
れ
た

欝
所
が
い
く
つ
か
見
ら
れ
る
。
し
か
し
古
典
和
歌
の
詩
情
は
原
詩
の
そ
れ
と
近
似
し
て
い
る
場
合
が
多
く
、
そ
の
た
め
原
詩
と
異
な
る
語
で
あ

り
つ
つ
も
、
原
詩
の
詩
情
は
反
映
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
む
し
ろ
古
典
和
歌
を
連
想
す
る
こ
と
で
、
訳
誌
の
詩
情
を
よ
り
深
く
理
解
し
鑑
賞

さ
せ
る
効
果
を
生
ん
で
い
る
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。

ゆ
え
に
吋
車
盤
集
い
の
訳
詩
に
は
、
和
歌
で
品
一
一
口
う
本
歌
取
り
と
同
じ
技
法
が
用
い
ら
れ
て
い
る
と
い
う
可
能
性
が
、
導
き
出
さ
れ
る
。
こ
こ

で
は
、
本
歌
取
り
的
な
技
法
を
用
い
た
と
思
わ
れ
る
訳
誌
と
下
敷
き
に
な
っ
た
和
歌
を
指
摘
し
、
原
詩
と
の
比
較
を
ふ
ま
え
検
証
を
行
な
っ
て

み
よ
う
。

す
で
に
、
静
漆
の
「
春
の
を
と
め
」
の
転
句
と
結
句
に
つ
い
て
分
析
し
た
が
、
こ
こ
で
起
句
と
結
句
に
注
屈
し
て
み
よ
う
。
起
句
「
印
刷
花
日

将
老
」
は
、
季
節
と
人
生
の
春
の
終
わ
り
を
指
す
が
、
直
訳
で
は
そ
の
意
味
が
通
じ
に
く
い
。
し
か
し
、
訳
誌
の
起
句
「
し
づ
心
な
く
散
る
花

に
」
は
、
「
久
方
の
ひ
か
り
の
ど
け
き
春
の
日
に
し
づ
心
な
く
花
の
ち
る
ら
む
」
(
吋
古
今
集
」
春
下

-
M
、
紀
友
則
了
乞
ふ
ま
え
た
表
現
と
し

て
、
桜
の
花
が
散
る
さ
ま
に
若
き
日
の
終
わ
り
の
意
味
を
重
ね
て
い
る
。
原
誌
の
承
句
「
佳
賎
猶
捗
紗
」
を
「
な
げ
き
、
ぞ
長
き
わ
が
挟
」
と
訳

し
て
い
る
の
も
、
長
い
間
恋
人
に
会
え
な
い
と
い
う
原
詩
の
意
味
か
ら
、
与
謝
野
晶
子
の
「
人
に
侍
る
大
壊
の
水
の
お
ば
し
ま
に
わ
か
き
う
れ

ひ
の
扶
の
長
き
」
(
「
舞
姫
」
「
み
だ
れ
髪
」
)
か
ら
の
影
響
と
考
え
ら
れ
る
。
訳
誌
の
起
句
と
承
句
は
、
桜
の
花
や
扶
と
い
っ
た
具
体
的
な
比
織

の
点
出
で
も
あ
り
、
季
節
感
や
心
情
を
よ
り
鮮
明
に
す
る
効
果
を
も
っ
。
「
春
の
を
と
め
」
に
つ
い
て
吉
川
発
輝
は
、
韻
律
は
正
し
い
が
意
味

が
不
完
全
な
翻
訳
で
あ
る
と
論
じ
た
が
、
以
上
分
析
し
た
よ
う
に
こ
の
訳
詩
は
単
に
韻
律
が
正
し
い
だ
け
で
な
く
、
原
誌
の
意
味
や
詩
情
を
も

見
事
に
翻
訳
し
た
誌
と
考
え
ら
れ
る
。

「
欝
被
を
つ
め
ば
」
孟
珠

陽
春
二
三
月
き
さ
ら
ぎ
弥
生
春
の
さ
か
り
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草
与
水
間
色

翠
条
縞
香
花

言
是
歓
気
息

草
と
水
と
の
色
は
み
ど
り

枝
を
た
わ
め
て
醤
蔽
を
つ
め
ば

う
れ
し
き
人
が
患
の
香
ぞ
す
る

こ
の
詩
の
原
題
は
「
陽
春
歌
」
で
、
原
作
者
の
孟
珠
は
六
朝
の
貌
の
丹
陽
の
人
で
あ
る
。
原
誌
は
、
「
草
も
水
も
同
じ
色
に
染
ま
る
う
ら
ら

か
な
春
の
日
に
、
私
は
枝
を
た
わ
め
て
香
り
の
良
い
花
を
摘
み
、
こ
れ
を
恋
人
の
吐
く
息
で
す
ね
と
一
一
白
い
ま
す
」
と
い
う
意
味
で
あ
る
。

「
原
作
者
の
事
そ
の
他
」
で
佐
藤
は
、
こ
の
原
詩
に
つ
い
て
「
皐
月
ま
つ
花
た
ち
ば
な
に
昔
の
人
の
袖
の
香
を
開
く
に
比
べ
て
、
香
花
を
愛

人
の
気
息
と
思
う
の
は
大
胆
で
露
骨
で
濃
密
な
詩
境
で
あ
る
」
と
語
っ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
佐
藤
は
、
「
さ
つ
き
ま
つ
花
橘
の
か
を
か
、
げ

ば
昔
の
人
の
袖
の
か
ぞ
す
る
」
(
『
古
今
集
』
夏
・
印
、
よ
み
人
し
ら
ず
)
と
い
う
古
典
和
歌
を
意
識
し
、
訳
詩
の
下
敷
に
使
っ
て
い
る
と
考
え

ら
れ
る
の
で
あ
る
。

原
誌
の
「
香
花
」
(
香
り
の
良
い
花
)
が
「
蓄
額
」
と
訳
さ
れ
た
点
は
興
味
深
い
。
佐
藤
の
文
学
作
品
に
お
い
て
、
「
蓄
額
」
は
し
ば
し
ば
重

要
な
役
割
を
も
つ
が
、
訳
誌
で
は
、
懐
旧
の
イ
メ
ー
ジ
を
も
っ
「
は
な
た
ち
ば
な
」
を
詠
ん
だ
上
の
和
歌
と
対
比
さ
れ
る
こ
と
で
、
「
藷
蔽
」

の
肉
体
的
で
情
熱
的
な
イ
メ
ー
ジ
が
ひ
き
た
ち
、
原
誌
の
詩
情
を
よ
り
強
調
す
る
効
果
を
も
っ
。
ま
た
、
こ
こ
で
言
う
「
蓄
徹
」
は
「
さ
う

び
」
す
な
わ
ち
庚
申
欝
被
の
こ
と
で
あ
る
。
庚
申
蓄
破
は
春
を
盛
期
と
し
て
開
花
し
、
平
安
時
代
に
中
函
か
ら
渡
来
し
た
。
花
は
観
賞
用
と
と

も
に
香
料
の
原
料
に
も
用
い
ら
れ
て
い
た
。
こ
う
し
た
点
か
ら
も
、
「
香
花
」
を
「
欝
蔽
」
と
し
た
の
は
、
ふ
さ
わ
し
い
訳
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
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「
行
く
春
の
川
べ
の
別
れ
」
越
今
燕

一
片
潮
声
下
石
頭
岩
に
せ
か
る
る
川
浪
や

江
亭
送
客
使
人
愁
人
に
別
る
る
わ
が
歎
長
々
し
く
も

可
愁
垂
柳
糸
千
尺
徒
ら
に
堤
の
や
な
ぎ
糸
た
れ
て

不
為
春
江
総
去
舟
去
り
ゆ
く
舟
を
得
つ
な
ぎ
も
せ
ず
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原
作
者
の
越
今
燕
は
、
明
代
の
妓
女
で
あ
り
女
流
詩
人
で
あ
る
。
こ
の
詩
は
原
題
を
「
暮
春
江
上
送
別
」
と
題
し
、
江
亭
で
客
を
送
る
悲
し
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さ
を
、
晩
春
の
江
上
の
情
景
を
借
り
て
誌
ん
だ
も
の
で
あ
る
。

原
誌
の
起
句
「
一
片
潮
戸
下
石
頭
」
は
、
「
岩
に
せ
か
る
る
川
浪
や
」

に
論
じ
て
い
る
。

と
訳
さ
れ
て
い
る
。
古
川
発
輝
は
こ
の
訳
に
つ
い
て
、

以
下
の
よ
う

一
見
名
訳
の
よ
う
で
あ
る
が
、
原
山
一
耐
の
意
を
十
分
に
移
し
得
て
い
な
い
憾
み
は
残
る
。
(
中
略
)
原
詩
旬
、
「
一
片
瀬
声
下
石
一
政
」
を
直

訳
す
る
と
、
「
川
の
流
れ
が
ど
っ
と
音
を
立
て
て
岩
石
の
上
か
ら
流
れ
落
ち
る
」
と
い
っ
た
よ
う
な
感
じ
を
詠
じ
た
句
で
あ
る
。
い
わ
ば
、

川
水
の
奮
を
借
り
て
知
れ
の
寂
し
さ
を
象
徴
し
た
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
訳
詩
に
も
別
れ
の
寂
し
さ
は
表
現
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
「
岩
に
せ
か
る
る
川
浪
」
の
用
例
に
は
、
例
え
ば
「
せ

を
は
や
み
い
は
に
せ
か
る
る
た
き
が
は
の
わ
れ
で
も
す
ゑ
に
あ
は
む
と
ぞ
思
ふ
」
(
吋
詞
花
集
い
恋
上

-m、
崇
徳
院
)
が
あ
る
が
、
そ
れ
は
岩

に
か
か
っ
た
川
の
流
れ
が
ふ
た
つ
に
分
か
れ
る
と
い
う

z

意
味
で
、
恋
人
と
の
別
れ
を
暗
示
す
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
「
川
浪
」
は
、
原
詩
に
お

け
る
川
水
の
音
も
連
想
さ
せ
る
。
原
誌
は
「
客
」
を
送
る
悲
し
い
心
情
を
詠
ん
だ
内
容
だ
が
、
訳
誌
で
は
恋
人
と
の
別
れ
を
詠
む
内
容
に
な
っ

て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
悲
し
さ
や
、
再
会
へ
の
強
い
希
求
と
い
っ
た
心
情
も
ま
た
、
和
歌
の
イ
メ
ー
ジ
に
よ
り
強
調
さ
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
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「
は
つ
秋
」
玉
氏
女

白
鶏
成
花
印
刷
己
秋
白
蓮
さ
き
て
風
は
秋

不
堪
残
睡
更
回
頭
ね
ざ
め
切
な
く
見
か
へ
れ
ば

暁
雲
帯
雨
帰
飛
急
雲
あ
し
は
や
き
タ
ぞ
ら
の

去
作
西
留
一
枕
愁
夜
半
や
片
し
く
袖
に
降
る
ら
ん

原
作
者
の
王
氏
女
は
末
代
の
人
で
あ
り
、
詩
の
原
題
は
「
詠
懐
」
で
あ
る
。
原
詩
は
、
年
ご
ろ
を
過
ぎ
た
女
性
が
な
か
な
か
良
縁
に
巡
り
会

え
ぬ
、
集
り
と
悲
し
み
を
吐
露
し
歌
っ
た
も
の
で
あ
る
。
「
原
作
者
の
事
そ
の
他
」
で
佐
藤
は
、
「
(
王
氏
女
は
筆
者
注
)
年
ご
ろ
に
な
っ
て

良
縁
が
な
か
っ
た
。
そ
の
悲
し
み
を
歌
っ
た
こ
の
誌
を
見
て
、
組
徳
麟
と
い
ふ
人
が
彼
女
を
姿
っ
た
」
と
解
説
し
て
い
る
。
こ
の
解
説
か
ら
、



佐
藤
は
原
題
の
「
一
一
部
懐
」
を
、
人
生
の
盛
り
を
過
ぎ
た
こ
と
を
比
輸
す
る
「
は
つ
枇
」
に
訳
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

原
詩
、
訳
誌
の
転
旬
、
結
句
に
つ
い
て
、
江
新
鳳
は
以
下
の
よ
う
に
論
じ
て
い
る
。

も
と
も
と
原
誌
の
「
晩
雲
也
市
雨
帰
飛
急
/
去
作
西
窃
一
枕
愁
」
で
は
、
、
「
雨
」
と
い
う
言
葉
は
、
一
視
を
時
輸
し
て
お
り
、
西
窟

の
片
枕
の
愁
い
に
な
る
と
い
う
ふ
う
に
含
蓄
的
に
表
現
し
て
い
る
。
一
方
、
訳
の
涙
が
雲
あ
し
の
よ
う
に
袖
に
降
る
と
い
う
の
は
直
裁
す

ぎ
、
強
調
的
す
ぎ
る
。
訳
誌
で
は
、
「
西
箇
」
と
か
「
一
枕
愁
」
と
か
い
う
設
定
が
さ
れ
て
い
な
い
た
め
、
原
誌
の
含
蓄
さ
、
内
面
的
憂

愁
が
訳
さ
れ
て
い
な
い
。
原
誌
は
、
一
人
の
女
性
が
閤
楼
に
一
人
で
寂
し
く
寝
て
い
て
憂
愁
の
ど
ん
、
ぞ
こ
に
落
ち
て
い
る
と
い
う
よ
う
な

イ
メ
ー
ジ
に
対
し
て
、
訳
詩
の
方
は
、
た
だ
女
性
一
人
が
夜
中
に
涙
を
流
し
て
い
る
光
景
で
、
内
面
的
憂
愁
よ
り
も
表
面
的
苦
痛
と
い
う

よ
う
な
イ
メ

i
ジ
で
あ
っ
て
、
原
詩
に
比
べ
る
と
や
や
平
板
で
あ
る
。

し
か
し
筆
者
は
、
訳
詩
の
転
句
と
結
句
は
必
ず
し
も
江
新
鳳
が
言
う
よ
う
に
、
「
原
誌
に
比
べ
る
と
や
や
平
板
で
あ
る
」
と
は
考
え
な
い
。

訳
詩
の
「
片
し
く
」
は
、
自
分
の
衣
の
片
袖
だ
け
を
敷
き
、
ひ
と
り
さ
び
し
く
寝
る
と
い
う
意
味
で
、
昔
の
男
女
が
互
い
に
袖
を
敷
き
か
わ
し

て
寝
た
と
こ
ろ
か
ら
生
じ
た
語
で
あ
る
。
こ
の
言
葉
は
新
吉
今
時
代
、
「
さ
む
し
ろ
に
衣
か
た
し
き
こ
よ
ひ
も
や
我
を
ま
つ
ら
む
う
ぢ
の
は
し

ひ
め
」
(
「
吉
今
集
」
恋
四
・
側
、
よ
み
人
知
ら
ず
)
を
本
歌
と
し
た
宇
治
の
橋
姫
詠
が
流
行
し
て
か
ら
注
目
を
浴
び
た
も
の
で
あ
る
。
訳
誌
の

「
片
し
く
袖
に
降
る
ら
ん
」
は
、
一
向
と
一
課
、
情
景
と
心
情
の
ふ
た
つ
を
掛
け
て
同
時
に
訳
し
、
恋
人
の
い
な
い
ま
ま
ひ
と
り
寝
る
夜
の
寂
し
さ

と
、
袖
に
雨
が
降
る
よ
う
に
涙
が
落
ち
る
悲
し
さ
を
意
味
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
訳
誌
の
結
句
は
、
原
誌
の
「
西
欝
」
と
「
一
枕
愁
」
と
い
う

場
面
の
設
定
と
内
面
的
憂
愁
の
両
方
を
、
「
片
し
く
袖
に
降
る
ら
ん
」
と
い
う
言
葉
で
も
ら
さ
ず
表
現
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
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「
秋
ふ
か
く
し
て
」
魚
玄
機

白
嘆
多
情
是
足
愁
わ
か
き
な
や
み
に
得
も
湛
え
で

況
当
風
丹
満
庭
秋
わ
が
な
か
な
か
に
頼
む
か
な

洞
房
偏
与
更
戸
近
今
は
た
秋
も
ふ
け
ま
さ
る

夜
夜
灯
前
欲
白
頭
夜
ご
と
の
闘
に
白
み
ゆ
く
髪

-80-
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原
作
者
の
魚
玄
機
は
、
諾
代
の
妓
女
で
女
流
詩
人
で
あ
り
、
こ
の
詩
の
原
題
は
「
秋
怨
」
で
あ
る
。
原
誌
は
、
自
ら
の
多
情
を
も
ど
か
し
く

思
う
心
境
と
、
深
更
の
鼓
戸
を
一
討
に
し
夜
毎
に
灯
火
の
前
で
ひ
と
り
年
老
い
て
行
く
こ
と
を
知
る
、
悲
痛
な
寂
し
さ
を
詠
っ
た
内
容
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
そ
れ
は
、
空
闘
を
怨
む
女
性
の
嘆
き
を
テ
ー
マ
に
し
た
誌
な
の
で
あ
る
。

掠
誌
の
起
句
「
自
嘆
多
情
是
足
愁
」
は
、
起
承
二
句
「
わ
か
き
な
や
み
に
得
も
堪
え
で
わ
が
な
か
な
か
に
頼
む
か
な
」
と
訳
さ
れ
て
い
る

が
、
「
な
か
な
か
に
頼
む
か
な
」
は
原
誌
に
対
応
す
る
表
現
が
な
い
。
こ
の
表
現
は
、
「
こ
ぬ
ま
で
も
ま
た
ま
し
も
の
を
な
か
な
か
に
た
の
む
か

た
な
き
こ
の
ゆ
ふ
け
か
な
」
(
吋
後
拾
遺
」
恋
二
・
側
、
大
納
言
道
綱
母
)
を
下
敷
き
に
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
「
わ
か
き
な
や
み
に
得
も

堪
え
で
」
に
「
わ
が
な
か
な
か
に
頼
む
か
な
」
と
続
け
る
こ
と
で
、
多
舗
を
も
ど
か
し
く
思
う
心
境
の
微
妙
さ
が
効
果
的
に
描
写
さ
れ
、
更
に

原
詩
に
含
蓄
さ
れ
て
い
る
、
ひ
と
り
寂
し
く
恋
人
を
待
つ
悲
痛
な
心
理
も
引
き
出
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
訳
誌
は
「
車
題
集
い
の
中
で
も
、
特
に
大
幅
な
意
訳
が
な
さ
れ
て
い
る
。
原
詩
の
「
風
月
」
、
「
満
庭
」
、
「
吏
声
」
、
「
灯
前
」
と
い
っ
た

情
景
が
省
略
さ
れ
、
代
わ
り
に
心
情
の
描
写
を
全
面
に
押
し
出
し
て
い
る
。
江
新
風
は
こ
の
点
に
つ
い
て
、
「
具
体
的
な
情
景
、
が
訳
出
さ
れ
て

(
円
一
)

い
な
い
ゆ
え
に
、
作
者
の
悲
痛
凄
涼
な
心
理
が
よ
く
際
立
て
ら
れ
て
い
な
い
」
と
論
じ
て
い
る
。
し
か
し
、
訳
詩
の
本
歌
取
り
的
な
技
法
を
見

る
こ
と
で
、
原
誌
の
心
情
は
十
分
に
引
き
出
さ
れ
て
い
る
と
、
考
え
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
か
。

江
は
ま
た
、
「
欲
白
一
政
」
を
「
白
髪
に
な
ろ
う
と
欲
す
」
と
訳
し
、
「
「
欲
白
頭
」
に
含
ま
れ
る
凄
涼
な
感
情
は
、
決
し
て
「
白
み
ゆ
く
髪
』

の
よ
う
な
簡
易
平
板
な
も
の
と
は
忠
わ
れ
な
い
」
と
論
じ
て
い
る
が
、
「
欲
白
頭
」
は
や
は
り
「
白
髪
に
な
ろ
う
と
し
て
い
る
」
と
訳
し
た
方

が
正
し
い
と
筆
者
は
考
え
る
。
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「
忠
ひ
あ
ふ
れ
で
」
子
夜

誰
能
忠
不
歌
思
ひ
あ
ふ
れ
で
歌
は
ざ
ら
め
や

っ
誰
能
飢
不
食
機
を
お
ぼ
え
て
食
は
ざ
ら
め
や

日
冥
当
戸
侍
た
そ
が
れ
ひ
と
り
戸
に
締
り
立
ち
て

慨
俣
底
不
溶
切
な
く
君
を
し
た
は
ざ
ら
め
や



こ
の
詩
は
普
代
の
子
夜
の
作
品
で
、
原
題
を
「
子
夜
歌
・
其
八
」
と
い
う
。
原
詩
は
「
誰
が
思
う
時
に
歌
わ
な
い
だ
ろ
う
か
、
誰
が
空
腹
の

特
に
食
べ
な
い
だ
ろ
う
か
、
黄
昏
の
中
、
そ
の
戸
に
侍
り
立
ち
嘆
き
悲
し
む
時
、
ど
う
し
て
思
い
を
馳
せ
ず
に
い
ら
れ
ょ
う
か
」
と
い
う
意
味

で
あ
る
。

訳
詩
の
「
思
ひ
あ
ふ
れ
で
」
に
つ
い
て
古
川
発
輝
は
、
か
つ
て
相
愛
関
係
に
あ
っ
た
千
代
子
へ
の
思
慕
と
人
知
れ
ぬ
恋
情
を
吐
露
し
た
も
の

(
お
}

と
論
じ
て
い
る
。
確
か
に
、
「
切
な
く
君
を
し
た
は
ざ
ら
め
や
」
と
い
う
訳
誌
の
結
句
に
は
、
恋
人
へ
の
強
い
思
い
が
反
映
さ
れ
て
い
る
と
い

え
る
。
「
思
ひ
あ
ふ
れ
で
」
と
、
「
切
な
く
君
を
し
た
は
ざ
ら
め
や
」
は
、
原
誌
に
お
い
て
嫡
出
さ
れ
て
い
る
主
題
を
前
面
に
具
体
化
し
、
強
烈

か
つ
鮮
明
に
描
写
し
た
訳
な
の
で
あ
る
。

訳
詩
の
「
ざ
ら
め
や
」
の
畳
旬
に
つ
い
て
は
、
池
内
紀
は
、
「
眉
あ
げ
て
お
ご
ら
ざ
ら
め
や
酔
は
ざ
ら
め
や
わ
か
き
二
十
を
歌
は
ざ
ら
め
や
」

(
「
長
思
想
」
「
う
も
れ
木
片
与
謝
野
鉄
幹
)
の
誌
の
影
響
を
指
摘
し
て
い
る
。
与
謝
野
寛
は
、
佐
藤
の
か
つ
て
の
師
で
あ
る
。
こ
の
畳
匂
も

ま
た
、
原
詩
の
主
題
を
情
熱
的
に
描
写
す
る
も
の
で
、
ま
た
原
誌
の
起
句
、
承
句
に
あ
る
「
誰
」
の
畳
匂
に
対
応
し
、
音
韻
を
整
え
る
効
果
も

↓

の

す

9
0

「
人
に
寄
す
」

万
木
凋
落
苦

楼
高
独
任
概

続
陣
良
夜
、
水

誰
念
怯
孤
寒

溢
椀

人
目
も
草
も
枯
れ
は
て
て

高
殿
さ
む
き
お
ば
し
ま
の

月
に
ひ
と
り
は
立
ち
つ
く
し

歎
き
わ
な
な
く
も
の
と
知
れ

-78ー

こ
の
詩
の
原
題
は
「
初
冬
有
寄
」
で
、
原
作
者
の
温
腕
は
宋
代
の
女
流
詩
人
で
あ
る
。

原
詩
は
、
「
す
べ
て
の
木
々
の
葉
が
枯
れ
て
散
り
、
私
も
落
ち
ぶ
れ
て
し
ま
っ
た
。
機
関
の
欄
干
に
私
は
一
人
も
た
れ
る
。
恋
人
と
過
ご
す

夜
は
、
永
遠
に
巡
っ
て
こ
な
い
。
帳
の
中
で
ひ
と
り
寂
し
い
寒
さ
に
怯
え
る
私
を
、
誰
が
思
う
だ
ろ
う
」
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
古
川
発
輝
は

原
誌
の
承
句
に
誤
記
が
あ
る
と
し
て
、
「
(
原
詩
の
筆
者
注
)
承
句
は
「
撲
高
独
任
欄
」
で
は
な
く
、
「
楼
高
独
党
欄
」
と
す
べ
き
で
あ
る
。

言
い
か
え
れ
ば
、
第
四
字
「
任
」
は
「
党
」
の
誤
記
で
あ
る
。
「
春
夫
詩
抄
』
と
空
ぃ
一
笛
譜
」
な
ど
は
「
伎
と
と
な
っ
て
い
る
。
訳
詩
の
鹿
本

119 
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も
「
党
」
と
な
っ
て
い
る
。
」
と
抱
擁
し
て
い

(po

原
識
の
起
句
「
万
木
関
落
苦
」
は
冬
の
荒
涼
た
る
光
景
を
描
写
し
て
お
り
、
「
一
h
」
は
承
句
の
「
独
」
と
対
句
を
な
し
、
そ
こ
か
ら
、
か
つ

て
の
大
勢
の
人
に
臨
ま
れ
て
い
た
過
去
を
暗
示
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
し
て
訳
詩
で
は
、
「
人
目
も
草
も
枯
れ
は
て
て
」
と
訳
し
て
い

る
。
こ
れ
は
、
「
山
里
は
冬
ぞ
さ
び
し
さ
ま
さ
り
け
る
人
め
も
草
も
か
れ
ぬ
と
忠
へ
ば
」
(
吋
古
今
集
」
冬
・
町
、
源
宗
子
朝
臣
)
を
下
敷
き
と

し
た
訳
と
考
え
ら
れ
る
。
「
か
れ
ぬ
」
は
掛
認
で
あ
り
、
「
革
」
に
対
し
て
「
枯
死
す
る
」
と
い
う
意
味
を
も
っ
と
同
時
に
、
「
人
め
」
に
対
し

て
「
(
時
間
的
に
も
空
間
的
に
も
)
離
れ
る
、
遠
の
く
」
ま
た
は
「
う
と
く
な
る
、
関
係
が
薄
れ
る
」
を
意
味
す
封
。
ま
た
、
訳
詩
の
「
人
目
」

は
、
態
詩
に
暗
示
さ
れ
た
「
大
勢
の
人
に
関
ま
れ
て
い
た
過
去
」
を
具
体
化
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
吉
川
発
輝
は
「
原
詩
の
よ
う
に
対
句
法

を
使
っ
て
い
な
い
」
と
論
じ
て
い
る
。
し
か
し
「
人
口
口
」
が
訳
詩
の
転
句
に
あ
る
「
ひ
と
り
」
に
か
か
り
、
対
句
的
な
表
現
を
な
し
て
い
る
こ

と
が
わ
か
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
原
詩
の
「
木
」
が
、
訳
詩
で
は
「
草
」
に
訳
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
訳
誌
の
起
句
、
承
旬
、
転

匂
の
叙
景
が
、
「
草
」
か
ら
「
高
殿
」
、
そ
し
て
「
丹
」
へ
と
視
線
を
次
第
に
高
く
し
、
叙
景
に
臨
場
感
を
与
え
詩
情
を
高
め
る
効
果
を
与
え
て

い
る
の
で
あ
る
。

吉
川
発
輝
は
訳
語
の
起
承
二
句
に
つ
い
て
、
「
や
は
り
七
五
識
に
訳
さ
れ
て
い
て
、
り
ズ
ム
を
主
限
と
し
意
を
従
と
し
て
い
る
。
ま
た
韻
律

(
お
}

美
に
気
を
配
り
す
ぎ
て
、
原
意
を
犠
牲
に
し
た
訳
で
あ
る
。
」
と
論
じ
て
い
る
。
し
か
し
上
記
の
分
析
を
試
み
る
こ
と
で
、
訳
誌
は
原
詩
の
詩

矯
を
十
分
に
~
伝
え
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
の
で
あ
る
。

以
上
分
析
し
た
よ
う
に
、
「
車
庫
集
い
の
訳
誌
に
は
本
歌
取
り
的
な
技
法
、
が
多
く
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
漢
詩
は
一
般
に
、
簡

潔
な
一
一
一
一
口
葉
に
多
く
の
情
報
を
盛
り
込
む
傾
向
が
あ
る
。
「
草
壁
集
い
の
本
歌
取
り
的
な
技
法
は
、
主
に
原
誌
に
お
け
る
双
関
誌
や
対
句
な
、
ど
、

二
重
或
い
は
多
重
の
意
味
を
含
ま
せ
た
語
を
訳
す
場
合
に
陪
い
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
技
法
は
、
読
者
に
古
典
和
歌
の
作
品
を
連
想
さ
せ
る
こ
と

で
、
掠
詩
の
含
み
を
効
果
的
に
~
伝
達
す
る
こ
と
を
、
意
図
し
た
も
の
で
あ
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
そ
れ
は
訳
誌
の
表
現
に
お
い
て
、
以

下
の
効
果
を
与
え
て
い
る
。

ま
ず
、
訳
誌
の
韻
律
美
を
整
え
る
働
き
が
あ
る
。
次
に
、
原
誌
で
含
蓄
さ
れ
た
詩
情
が
よ
り
明
確
に
浮
き
立
ち
、
強
調
さ
れ
る
。
訳
詩
に
お

い
て
は
、
女
性
の
恋
愛
に
対
す
る
情
熱
的
な
心
構
が
、
特
に
強
調
さ
れ
て
い
る
。

日
本
人
は
か
つ
て
、
漢
詩
を
下
敷
き
と
し
た
本
歌
叡
り
の
技
法
ー
ー
ー
当
時
は
本
説
・
本
文
な
ど
と
呼
ば
れ
た
j
i
iを
用
い
て
、
和
歌
を
創
作

し
た
。
佐
藤
の
「
車
塵
集
」
に
見
ら
れ
る
本
歌
取
り
的
な
技
法
は
そ
れ
と
は
逆
の
、
薪
し
い
詩
法
で
あ
る
と
言
え
る
の
で
は
な
い
か
。
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四
、
「
車
塵
集
」
と

以
上
分
析
し
た
よ
う
に
、
「
車
臨
軍
人
」
の
顎
み
方
や
訳
討
な
ど
機
々
な
函
で
内
典
和
歌
の
影
響
を
受
け
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
特
に
「
十
日
今

和
歌
集
」
の
影
響
は
大
き
い
だ
ろ
う
。

和
歌
と
し
て
の
最
初
の
勅
持
集
?
の
る
「
丙
入
?
和
歌
集
』
は
十
世
紀
に
入
り
、
醍
醐
天
皇
、
九

O
五
(
延
喜
工
学
年
ま
で
に
編
纂
さ
れ
た
。

こ
の
和
歌
集
に
登
場
す
る
歌
人
ら
に
は
漢
学
に
精
通
し
た
人
が
多
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
ら
の
和
歌
に
は
漢
語
が
ほ
と
ん
ど
人
つ
て
な

い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
仮
名
序
の
よ
う
な
散
文
の
中
に
す
ら
、
漢
語
は
ほ
と
ん
ど
使
わ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
村
上
哲

見
は
「
撰
者
た
ち
に
は
漢
詩
に
対
す
る
和
歌
の
地
位
の
土
議
と
い
う
こ
と
が
自
覚
さ
れ
て
い
た
に
違
い
な
い
」
と
指
摘
し
て
い
向
。

こ
の
「
古
今
和
歌
集
」
の
成
立
の
持
つ
意
昧
に
つ
い
て
、
世
藤
春
夫
は
前
出
の
お
仰
貫
之
の
こ
の
中
で
以
下
の
よ
う
に
指
織
し
て
い
る
。

こ
の
時
代
の
学
問
や
芸
衝
は
庸
の
影
響
を
非
常
に
多
く
受
け
た
と
は
い
ふ
も
の
の
、
こ
ん
な
時
代
に
あ
っ
て
も
学
者
や
芸
術
家
は
決
し

て
わ
が
留
の
国
有
の
精
神
を
忘
れ
て
ゐ
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
和
魂
漢
才
と
い
う
言
葉
が
用
ゐ
ら
れ
て
ゐ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
言
葉

は
「
中
留
の
学
問
や
芸
術
の
方
法
に
は
遇
透
し
て
ゐ
る
が
大
和
魂
を
失
は
な
ョ
と
い
う
よ
う
な
意
味
で
あ
る
。
犬
和
心
と
い
ふ
言
葉
の

出
来
た
の
も
こ
の
頃
で
あ
っ
た
。
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そ
し
て
佐
藤
は
、
特
に
紀
宮
一
之
に
つ
い
て
コ
つ
の
志
を
変
へ
な
い
で
わ
が
国
に
わ
が
国
独
特
の
文
学
を
興
さ
う
と
努
力
し
て
、
い
つ
も
持

代
よ
り
一
歩
先
駆
け
て
実
行
し
た
の
が
、
震
之
の
文
学
生
涯
で
あ
っ
た
」
と
評
備
し
た
。
こ
の
貫
之
鋭
は
「
か
な
ら
ず
新
見
で
は
あ
る
ま
い
が
、

春
夫
に
よ
る
日
本
作
家
の
一
つ
の
思
想
像
で
も
あ
っ
た
」
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
「
車
農
薬
』
が
糊
訳
、
出
版
さ
れ
た
当
時
は
、
漢
字
制
限
や
廃
止
を
議
論
の
中
心
と
し
た
由
宇
改
良
運
動
が
盛
ん

に
行
わ
れ
た
時
期
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
時
代
風
潮
の
中
に
、
か
な
論
者
や
ロ
ー
マ
字
論
者
に
よ
る
実
践
と
し
て
か
な
訳
言
問
詩
選
ぬ
き
ほ
円

ロ
l'
マ
字
訳
吉
岡
戸
百
二
。
、
が
出
版
さ
れ
た
。

そ
れ
に
対
し
て
、
佐
藤
は
(
「
東
京
拘
十
日
新
樹
」
出
鵠
‘
由
い
)

の
中
で
、
漢
字
の
廃
基
酬
に
つ
い
て
強
く
批
判
し
て
い
る
。
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漢
字
を
今
話
ま
で
継
承
v

し
て
来
た
ば
か
り
か
本
土
以
上
に
発
達
さ
せ
て
来
た
と
こ
ろ
に
わ
が
留
の
近
世
文
明
が
あ
ら
う
。
漢
字
は
決
し

て
中
華
民
国
の
文
字
で
は
な
い
。
立
派
に
現
代
日
本
の
文
字
で
あ
る
。
我
々
の
相
先
は
こ
れ
に
依
っ
て
教
養
を
得
、
こ
れ
に
依
っ
て
考
へ
、

こ
れ
に
依
っ
て
志
を
述
べ
、
思
ひ
を
一
記
し
た
。

ま
た
「
漢
字
廃
止
不
可
論
」
(
吋
日
本
評
論
い

H
8
0
)

の
な
か
で
、
漢
字
廃
止
論
者
の
漢
詩
文
翻
訳
に
つ
い
て
「
自
分
に
最
も
詩
し
く
忠
わ
れ

た
も
の
は
漢
籍
を
か
な
が
き
蒋
本
を
以
っ
て
教
育
し
て
東
洋
精
神
を
普
及
さ
せ
よ
と
い
ふ
一
節
で
あ
っ
た
。
」
と
批
判
し
た
。
彼
は
漢
字
を
溌

止
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
抱
先
の
文
明
」
で
あ
る
文
学
が
損
な
わ
れ
る
こ
と
を
懸
念
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
な
こ
と
を
鍛
み
る
と
、
佐
藤
春
夫
が
「
車
盛
集
」
を
訳
し
、
編
集
す
る
時
、
意
識
的
に
吋
古
今
和
歌
集
」
を
参
考
に
し
た
の
で

は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
門
前
↑
鹿
集
い
は
当
時
の
出
語
国
字
問
題
や
漢
字
廃
止
論
に
反
対
す
る
佐
藤
春
夫
が
、
自
ら
の
見
解
を
表
明
し
た
作

品
で
あ
る
と
言
え
る
の
で
は
な
い
か
。

五
、
お
わ
り
に
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吋
車
塵
集
」
の
韻
律
美
に
つ
い
て
こ
れ
ま
で
も
論
じ
ら
れ
て
来
た
が
、
一
方
で
時
間
律
を
重
視
す
る
あ
ま
り
に
詩
情
を
損
ね
や
す
い
傾
向
が
あ

る
と
主
に
指
摘
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
本
歌
取
り
な
ど
を
も
り
こ
ん
だ
翻
訳
技
法
の
検
証
に
よ
り
、
翻
訳
に
よ
っ
て
失
わ
れ
や
す
い
、
或
い

は
翻
訳
で
は
通
じ
に
く
い
原
誌
の
詩
情
が
、
韻
律
美
を
守
り
つ
つ
も
再
生
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

も
っ
と
も
、
誤
訳
や
過
剰
な
強
調
の
存
在
も
、
い
く
つ
か
の
訳
誌
に
つ
い
て
は
否
定
で
き
な
い
。
そ
の
意
味
で
「
車
塵
集
」
に
は
未
完
成
な

面
が
あ
る
と
も
言
え
る
が
、
そ
こ
に
は
漢
詩
の
原
意
を
効
果
的
に
~
伝
達
し
よ
う
と
す
る
、
多
く
の
新
し
い
試
行
が
見
い
出
せ
る
。

こ
の
訳
詩
集
は
、
申
国
の
女
流
詩
人
と
そ
の
誌
を
紹
介
す
る
と
と
も
に
、
古
典
和
歌
の
も
つ
大
和
言
葉
の
美
を
提
示
し
よ
う
と
す
る
試
み
で

J

も
+
め
る
。

「↑
mr
陸
集
』
の
鰯
訳
の
当
時
は
、
西
洋
楽
拝
や
大
和
言
葉
純
化
に
よ
る
漢
詰
文
学
を
軽
視
す
る
時
代
で
あ
っ
た
。
佐
藤
春
夫
は
こ
う
し
た
時

代
風
潮
を
批
判
し
、
外
国
文
学
の
受
容
に
関
し
て
文
学
者
が
持
つ
べ
き
正
し
い
立
場
を
、
「
車
陸
集
」
の
翻
訳
で
示
そ
う
と
し
た
。
そ
れ
は
、



「
和
魂
漢
才
」
と
い
う
一
一
一
一
口
葉
に
凝
縮
さ
れ
る
よ
う
に
、
「
中
留
の
学
問
や
芸
術
の
方
法
に
は
通
達
し
て
ゐ
る
」

は
な
い
か
)
が
「
大
和
魂
を
失
は
な
い
」
と
い
う
よ
う
な
立
場
で
あ
る
。

(
他
の
文
学
に
対
し
て
も
同
じ
で
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注
(1)
吋
車
藤
集
」
は
、
①
表
題
、
①
芥
川
龍
之
八
月
追
悼
辞
①
薄
少
君
悼
夫
句
(
「
沼
山
一
何
曾
頃
刻
光
人
間
真
寿
有
文
章
」
。
訳
文
な
し
て
①
序
文
(
奥
野
龍
太
郎
)
、
①
「
埜

小
志
」
の
引
用
(
「
美
人
香
骨
化
作
車
麗
」
。
訳
文
な
し
て
①
訳
詩
集
本
文
(
原
作
者
犯
人
・
詩
羽
詰
の
原
詩
と
訳
詩
)
、
⑦
芥
川
龍
之
介
の
詩
(
「
ひ
た
ぶ
る
に

耳
傾
け
よ
。
/
空
み
つ
大
和
言
葉
に
/
こ
も
ら
へ
る
筆
筏
の
音
ぞ
あ
る
。
」
)
、
③
原
作
者
の
事
そ
の
他
(
三

5
8
2
E
2
2事二一山口
gvitelli-PE22
ざ
ま
コ
コ

含
む
。
訳
文
な
し
)
で
構
成
さ
れ
て
い
る
。

吋
車
麗
集
」
の
初
版
は
武
蔵
野
書
院
刊

(SNむ
)
で
、
他
に
以
下
に
所
収
さ
れ
て
い
る
。

i
・
「
率
蕗
集
」
吋
春
夫
詩
抄
」
岩
波
文
庫
芯
民
・
ω

日
・
「
車
座
集
」
島
田
謹
ニ
編
「
佐
藤
春
夫
詩
集
」
新
潮
文
昨
日
。
戸
ω

間
・
「
翁
十
麗
集
」
牛
山
百
合
子
校
注
吋
佐
藤
春
夫
全
集
」

l

講
談
社

5
2・A

町
げ
・
「
車
鹿
集
」
山
本
鍵
吉
、
吉
田
精
一
'
編
吋
佐
藤
春
夫
日
本
詩
人
全
集
日
」
新
潮
社

zs-H(〕

v
・
「
車
麗
集
抄
」
佐
藤
春
夫
「
佐
藤
春
夫
ち
く
ま
日
本
文
学
全
集
」
筑
・
摩
書
堺
忌
戸
∞

W
H

・
「
車
塵
集
」
佐
藤
春
夫
「
事
臨
集
・
ぽ
る
と
が
る
文
現
代
日
本
の
翻
訳
」
講
談
社
昌
宏
-
N

W
-
「
車
題
集
」
佐
藤
春
夫
吋
定
本
佐
藤
春
夫
人
土
集
l
h
臨
川
番
高

5
3・ω

こ
れ
ら
の
う
ち
、
講
談
社
刊
「
車
鹿
集
・
ぽ
る
と
が
る
文
現
代
日
本
の
翻
訳
」
を
の
ぞ
い
て
、
い
ず
れ
も
序
文
や
詩
の
削
除
、
編
集
が
見
ら
れ
る
。
完
全
版
で

現
在
入
手
し
や
す
い
と
い
う
理
由
か
ら
、
筆
者
は
寄
十
鹿
集
・
ぽ
る
と
が
る
文
現
代
日
本
の
翻
訳
』
を
テ
ク
ス
ト
と
し
て
選
ん
だ
。

(2)
門
前
十
鹿
集
」
に
影
響
を
受
け
た
作
品
と
し
て
は
、
井
伏
鱒
二
吋
厄
除
け
詩
集
」
(
野
田
容
房
コ
ル
ボ
オ
議
議
お
ω
吋
)
、
那
珂
秀
穂
「
支
那
庶
朝
関
秀
詩
抄
」
(
地
平

社
志
台
)
、
日
憂
歌
之
介
「
唐
山
感
情
集
」
(
弥
生
撤
回
房

5
S
)
な
ど
が
あ
る
。

(3)
福
永
武
彦
「
異
邦
の
議
り
」
新
潮
社
呂
忍
・
品

(4)
原
田
親
貞
「
中
国
文
学
と
佐
藤
春
夫
」
吋
尚
子
苑
」
叩
ω

呂吋
O

(5)
江
新
鼠
「
佐
藤
春
夫
「
寧
臨
集
」
の
原
山
内
と
そ
の
成
立
(
そ
の

2
)
」
「
汲
古
』

S
S・0

(6)
古
川
発
輝
「
佐
藤
春
夫
の

ET鹿
集
?
・
中
国
.
股
朝
名
媛
詩
の
比
較
研
究
」
新
興
社
研
究
議
番
目

Z
S山

(7)
江
新
聞
刷
「
佐
藤
春
夫
ヲ
四
十
嵐
集
」
の
原
典
と
そ
の
成
立
(
そ
の

l
)
」
吋
汲
古
」

E
S
-
G

古
川
発
輝
「
佐
藤
春
夫
の
「
寧
顧
集
ど
「
解
釈
」
呂
∞
N

・ω
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作
ト
出
ど
そ
の
時
代
い
下
(
筑
摩
書
関

(8)
吋
替
の
設
女
の
バ
ラ
ー
ド
い
の
訳
の
引
用
は
、

p-
シ
ャ
ン
ピ
オ
ン
替
、
佐
藤
将
夫
訳
叶
フ
ラ
ン
ソ
ア
・
ウ
ィ
ヨ
ン

に
よ
っ
た
。

(
9〉
生
藤
春
夫
縦
吋
讃
江
蛍
適
時
』

EMWH、
明
芥
川
龍
之
合
金
持
お
い
樹
輸
出
者
脂
磁
器
い

(
同
)
町
名
控
詰
秒
一
期
の
諮
問
問
輔
、
三
十
六
巻
、
金
十
一
一
関

(
日
)
判
官
楼
横
揺
い
明
の
閥
抗
夢
散
編
掃
諜
山
一
回

S
E
(民
間
3
)

(
児
)
注
6
に
閉
じ

(
日
)
滞
池
敏
一
「
詐
藤
春
夫
と
中
堅
耐
」
菌
文
芝
居
密
い
N

(M)
註
4
に
同
じ

(
日
)
注
5
に
同
じ

(
国
)
「
古
今
悠
互
の
歓
の
本
文
、
歌
番
号
は
認
九
拘
留
散
大
観
』
に
よ
る
。
後
に
引
用
し
た
「
一
一
桝
花
捺
町
立
陣
捨
過
山
の
歌
志
向
績
。

(
げ
)
散
の
引
用
は
判
定
本
興
謝
野
晶
子
金
主
(
霊
附
社
巴
叶
合
同
)
に
よ
る
。

(
凶
)
注

6
に
間
じ

(
円
、
)
松
田
協
吋
古
典
植
物
辞
典
比
講
説
社

B
g
k

(
却
)
注
6
に
関
じ

(
幻
)
注
5
に
同
じ

(
幻
)
注
5
に
日
間
じ

(
お
)
古
川
発
ァ
輝
「
佐
藤
春
夫
の
吋
事
趨
集
』
」
吋
解
釈
』
巴
∞
刊
日

(
均
一
)
池
内
紀
「
解
説
」
佐
藤
春
夫
普
沼
早
塵
集
・
ぽ
る
と
が
る
文

T

現
代
日
本
の
翻
部
川
Lr

議
議
社
呂
震

(
お
)
注
6
に
同
じ

(
部
)
上
代
語
辞
典
、
編
修
委
員
会
編
判
時
代
別
国
語
大
辞
典
』
上
代
編

(
幻
)
注
6
に
同
じ

(
お
)
注
6
に
関
じ

(
部
)
村
上
哲
見
議
開
弘
前
と
日
本
人
』
議
議
社
呂
志
'
巳

(
却
)
吉
田
精
一
「
解
説
」
町
佐
藤
春
夫
全
集

U
L
講
談
社
思
惑
い

一
一
一
曾
堂
忌
笥

同市山叶戸、吋)
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