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　（
一
） 

は
じ
め
に

　
歌う

た和
を
紡
い
で
五
十
年
│
│
│

　
佐
藤
正ま

さ
こ子

さ
ん
（
雅
号
・
有
眠
）
は
大
正

十
二
（
一
九
二
三
）
年
八
月
二
十
一
日
、
群
馬
県
安
中
市
（
旧
、
碓
氷
郡
東
横
野

村
大
字
下
間
仁
田
）
の
生
ま
れ
で
、現
在
、吾
妻
郡
東
吾
妻
町
五
町
田
（
旧
、東
村
）

在
住
の
歌
人
で
あ
る
。
三
十
代
の
半
ば
か
ら
短
歌
を
詠
み
始
め
、
や
が
て
俳
句
に

も
興
ず
る
よ
う
に
な
り
、
合
わ
せ
な
が
ら
半
世
紀
余
り
の
時
を
重
ね
て
来
た
と
い

う
。
時
に
短
歌
を
、
時
に
俳
句
を
詠
む
│
│
│

　
そ
の
ど
ち
ら
も
が
和
歌
（
大
和

う
た
）
で
あ
る
ゆ
え
に
、
表
題
の
「
和
歌
」
に
「
う
た
」
と
い
う
振
り
仮
名
（
意

味
仮
名
）
を
添
え
た
次
第
で
あ
る
。
共
に
短
詩
型
と
言
わ
れ
な
が
ら
も
韻
律
数
に

違
い
が
あ
り
、
そ
れ
で
も
「
和
歌
」
と
い
う
「
う
た
」
に
違
い
は
な
い
。

　「
う
た
」
は
心
情
の
真
実
な
告
白
で
あ
る
と
い
う
。
唐
木
順
三
は
、「
想
像
は
知

性
よ
り
も
先
、
情
熱
は
反
省
よ
り
も
先
で
あ
る
。
美
は
真
よ
り
も
先
で
あ
り
、
形

式
論
理
よ
り
も
、
詩
的
論
理
が
先
で
あ
る
。
韻
文
は
散
文
に
先
立
ち
、
歌
う
こ
と

　
　
和う

た歌
を
紡
い
で
五
十
年  

│
│
│  

佐
藤
正ま

さ
こ子

「
御
蔭
様
」
の
精
神

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
│
│
│  「
求
道
」
は
「
農
婦
わ
れ
」
と
共
に
あ
り  

│
│

千
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は
語
る
こ
と
に
先
立
つ
。感
情
と
想
像
を
以
て
歌
う
詩
人
は
、知
性
と
論
理
を
も
っ

て
考
え
る
哲
学
者
よ
り
も
先
で
あ
る
、
と
と
も
に
高
い（

１
）。」

と
い
う
論
理
的
な
説

明
に
教
え
ら
れ
た
の
だ
が
、「
詩
」
も
ま
た
同
じ
く
「
和
歌
」
な
の
だ
か
ら
、「
詩

人
」
を
「
歌
人
」
や
「
俳
人
」
に
置
き
換
え
て
も
、意
味
仮
名
と
し
て
添
え
た
「
う

た
」
を
詠
み
、
歌
う
こ
と
に
変
わ
り
は
な
い
。
中
西
進
も
表
現
様
式
と
し
て
「
か

た
る
（
語
る
）
こ
と
」
と
「
う
た
う
（
歌
う
）
こ
と
」
を
挙
げ
て
い
る
。
つ
ま
り
、

「
か
た
る
」
と
は
「
騙か

た

る
」
こ
と
だ
と
言
い
、現
代
で
い
う
「
だ
ま
す
」
こ
と
、「
嘘

を
つ
く
」
こ
と
な
ど
に
用
い
る
、
そ
れ
と
同
じ
意
味
で
あ
る
と
い
う
。
い
わ
ゆ
る

「
物
語
」
と
は
初
め
か
ら
虚
構
を
性
格
と
す
る
創
作
な
の
だ
、
と
い
う
。
こ
れ
に

対
し
て
「
う
た
う
」
と
は
「
訴

う
っ
た

う
」
だ
と
い
う
。
我
が
心
情
を
相
手
に
訴
え
る
表

現
様
式
が
「
和う

た歌
」
だ
と
考
え
ら
れ
る

（
２
）と

い
う
、
語
源
を
踏
ま
え
て
の
指
摘
に
教

え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
私
た
ち
も
ま
た
韻
律
上
の
技
巧
に
苦
心
せ
ざ
る

を
得
な
い
と
し
て
も
、率
直
に
「
う
た
う
」
べ
き
で
あ
ろ
う
。
自
ら
の
素
朴
な
時
々

刻
々
の
心
情
を
正
直
に
「
う
た
う
」
以
外
に
、自
ら
の
資
質
や
能
力
を
引
き
出
し
、

具
体
的
に
創
造
さ
せ
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
自
分
を
知
る
│
│
│
そ
の
発
見
の
た
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め
に
も
「
和う

た歌
」
は
う
た
わ
れ
る
べ
き
な
の
で
あ
る
。
そ
の
先
駆
者
の
例
と
し
て
、

次
の
一
首
を
紹
介
し
た
い
。

　
　

血
に
染
め
し
歌
を
わ
が
世
の
な
ご
り
に
て
さ
す
ら
ひ
こ
こ
に
野
に
叫
ぶ
秋

　
こ
れ
は
石
川
啄
木
の「
短う

た歌
」で
あ
る
。
こ
の
短
歌
は
明
治
三
十
五（
一
九
〇
二
）

年
一
〇
月
、
新
詩
社
刊
『
明
星
』
五
号
に
初
め
て
掲
載
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
投

稿
に
用
い
た
筆
名
は「
白は

く
ひ
ん蘋

」で
あ
っ
た
。
時
に
岩
手
県
立
盛
岡
尋
常
中
学
校（
現

在
の
同
県
立
盛
岡
第
一
高
等
学
校
）
の
五
年
生
、
満
十
六
歳
で
あ
っ
た
（
明
治

三
十
三
年
、
十
四
歳
に
し
て
与
謝
野
鉄
幹
主
宰
「
新
詩
社
」
の
社
友
に
な
っ
て
い

た
）。
在
学
中
の
学
業
は
文
学
へ
の
情
熱
が
高
じ
て
怠
り
が
ち
で
あ
り
、
加
え
て

下
宿
先
の
近
隣
に
住
む
堀
合
節
子
（
後
に
妻
と
な
る
）
と
の
恋
愛
に
よ
っ
て
学
校

生
活
そ
の
も
の
の
破
綻
を
来
た
す
こ
と
に
も
な
る
。『
明
星
』
誌
上
の
登
載
を
見

届
け
る
や
間
も
な
く
、あ
と
半
年
余
り
で
の
卒
業
を
待
た
ず
に
退
学
届
を
提
出
し
、

文
学
で
も
っ
て
身
を
立
て
る
べ
く
し
て
同
三
十
一
日
の
早
朝
、
家
郷
を
あ
と
に
上

京
し
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
以
降
の
、
清
貧
に
甘
ん
じ
苦
節
に
喘
ぎ
、
流
浪
の
な

か
で
う
た
わ
れ
た
「
短う

た歌
」
の
数
々
や
、薄
命
の
生
涯
（
明
治
四
十
五
〈
一
九
一
二
〉

年
四
月
十
三
日
逝
去
。
享
年
、
満
二
十
六
）
に
つ
い
て
は
今
も
猶
、
多
く
の
人
々

に
知
ら
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
私
は
、「
血
に
染
め
し
歌
を
わ
が
世
の
・
・
・
・
・
」

の
一
首
が
文
学
へ
の
決
意
表
明
に
し
て
、
青
春
の
気
負
い
を
秘
め
た
心
情
の
告

白
で
あ
り
、
そ
の
後
の
人
生
を
決
定
づ
け
た
「
資
質
」
の
発
露
や
具
現
で
あ
っ
た

と
言
い
た
い
。
や
が
て
出
郷
後
の
暮
ら
し
や
生
涯
を
象
徴
す
る
よ
う
な
、「
歌
は

私
の
悲
し
い
玩
具
で
あ
る
」
と
い
う
一
文
の
も
と
で
ま
と
め
ら
れ
た
、
歌
集
『
悲

し
き
玩
具
』（
明
治
四
十
五
年
六
月
二
十
日
、
東
雲
堂
よ
り
刊
行
）
の
な
か
か
ら
、

次
の
一
首
を
引
い
て
み
た
。

　
　

新
し
き
明あ

す日
の
来
た
る
を
信
ず
と
い
ふ

　
　

自
分
の
言
葉
に

　
　

嘘
は
な
け
れ
ど
│
│
│

　                                                            

　
啄
木
の
「
う
た
」
は
一
〇
〇
年
余
り
の
時
を
経
て
い
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
今
で

も
共
感
を
覚
え
る
の
だ
が
、
ど
う
だ
ろ
う
。
啄
木
は
「
嘘
は
な
け
れ
ど
」
と
接
続

助
詞
の
ま
ま
に
と
ど
め
、「
明
日
は
来
な
い
か
も
し
れ
な
い
」
と
の
疑
問
や
諦
観
、

未
練
な
ど
の
含
み
を
も
た
せ
、
読
者
に
判
断
を
委
ね
て
い
る
。
そ
れ
は
「
嘘
は
な

け
れ
ど
」
と
一
抹
の
期
待
を
秘
め
な
が
ら
も
自
己
を
卑
下
し
、
自
嘲
す
る
か
の
よ

う
に
逆
接
の
ま
ま
「
訴
え
た
」
の
だ
が
、
果
た
し
て
病
を
得
た
ま
ま
「
新
し
き
明

日
の
来
た
る
」
こ
と
は
な
か
っ
た
。
い
や
、
そ
の
後
も
「
新
し
き
明
日
」
は
常
に

時
を
重
ね
、「
光
蔭
、
矢
の
如
し
」「
歳
月
、
人
を
待
た
ず
」
の
通
り
、
私
た
ち
と

の
出
会
い
が
待
た
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　（
二
）　「
和う

た歌
」
に
情
熱
を
込
め
て

　
私
た
ち
と
の
出
会
い
が
待
た
れ
て
い
た
│
│
│

　
私
た
ち
の
な
か
の
一
人
が
佐

藤
正ま

さ
こ子

さ
ん
、
こ
の
人
で
あ
る
。
佐
藤
正
子
さ
ん
は
永
年
に
わ
た
っ
て
「
和う

た歌
」
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を
詠
み
続
け
、数
々
の
「
和
歌
」
を
書
き
つ
け
て
来
た
歌
稿
を
整
理
し
、遂
に
『
歌

集
　

詠
は
め
や

　
草
屋
住
ま
ひ
』（
平
成
十
四
年
六
月
二
十
六
日
、上
毛
新
聞
社
刊
。

全
二
七
三
頁
。
一
二
八
〇
余
首
）
と
題
し
て
ま
と
め
、
世
に
問
う
た
。
私
も
拝
読

す
る
機
縁
に
恵
ま
れ
、
感
服
す
る
に
及
ん
で
一
考
を
も
の
す
る
次
第
で
あ
る
。
佐

藤
正
子
さ
ん
の
確
か
な
力
量
や
繊
細
な
感
性
、
そ
し
て
深
い
教
養
に
裏
づ
け
ら
れ

た
多
く
の
「
和う

た歌
」
の
な
か
か
ら
何
首
か
紹
介
し
、
共
に
鑑
賞
や
啓
発
の
縁

よ
す
が

と
す

べ
く
思
い
を
込
め
て
綴
り
た
い
。

　
佐
藤
正
子
さ
ん
は
う
た
い
続
け
て
来
た
。
そ
れ
は
自
ら
の
来
し
方
行
く
末
に
万

感
の
思
い
を
寄
せ
、
そ
の
身
を
愛
惜
す
る
あ
ま
り
の
絶
唱
の
数
々
で
あ
る
。
先
ず

は
じ
め
に
次
の
「
和う

た歌
」
を
紹
介
し
た
い
。

　
　

農
婦
と
し
唯
凡
々
と
老
い
づ
け
り
且か

つ
が
つ且

塩
と
な
り
得
た
り
し
か

　
人
は
始
め
か
ら
「
農
婦
」
と
し
て
生
ま
れ
て
来
る
の
で
は
な
い
。
生
き
て
「
農

婦
」
に
も
「
歌
人
」
に
も
な
り
得
る
の
だ
が
、
佐
藤
正
子
さ
ん
は
八
十
歳
を
越
え

て
、
尚
も
「
な
り
得
た
り
し
か
」
と
疑
問
を
抱
き
、
自
制
的
に
自
責
を
課
し
て
い

る
。
こ
こ
に
「
唯
凡
々
と
老
い
づ
け
り
」
と
抑
止
的
な
自
重
、
自
省
、
自
粛
を
重

ね
な
が
ら
も
「
心
丈
夫
」
や
「
気
概
」
に
溢
れ
、「
気
骨
」
に
富
む
心
情
を
読
み

取
る
こ
と
が
で
き
る
。「
塩
」
は
「
塩
が
浸
む
」
と
い
う
慣
用
句
に
教
え
ら
れ
る

ま
で
も
な
く
、「
世
間
の
つ
ら
さ
が
身
に
し
む
。
世
を
渡
る
経
験
を
積
む
。
所
帯

じ
み
る（

３
）。」

こ
と
な
ど
に
加
え
、
一
家
の
主
婦
と
し
て
の
「
塩
加
減
」（
采
配
）
ぶ

り
に
つ
い
て
も
想
起
さ
れ
る
の
だ
が
、
ど
う
だ
ろ
う
。
だ
か
ら
私
は
、
こ
の
一
首

は「
農
婦
と
し
」「
且
且
塩
と
な
り
得
た
り
し
」重
厚
な
思
い
や
人
生
を
凝
縮
し
た
、

ま
さ
に
「
農
婦
」
に
徹
し
て
き
た
佐
藤
正
子
さ
ん
の
絶
唱
で
あ
る
と
思
う
。
さ
ら

に
、
佐
藤
正
子
さ
ん
は
自
制
し
な
が
ら
、
次
の
よ
う
に
う
た
っ
て
い
る
。

　
　

農
婦
の
域
出
づ
る
こ
と
な
き
わ
が
一ひ

と
よ生

造
花
に
も
似
て
散
る
も
叶
は
ぬ

　
　

　
　

農
婦
わ
れ
古
稀
を
越
え
た
り
愛
に
関
は
る
言
葉
ひ
と
つ
を
交
は
す
な
く
過
ぎ

　
と
い
う
「
和う

た歌
」
の
な
か
に
は
、
一
抹
の
未
練
や
切
な
い
哀
れ
を
含
み
な
が
ら

も
気
概
が
見
え
、
心
丈
夫
に
自
責
を
貫
い
て
来
た
と
い
う
真
実
が
読
み
取
れ
る
。

一
生
懸
命
と
は
、
こ
う
し
た
言
動
を
い
う
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
こ
こ
に
は
弱
冠

十
六
歳
の
啄
木
が
う
た
っ
た
よ
う
な「
さ
す
ら
い
」は
な
い
。
啄
木
の「
短う

た歌
」は
、

こ
れ
か
ら
の
「
さ
す
ら
い
」
を
気
負
い
、
時
勢
を
甘
受
し
た
浪
漫
主
義
の
典
型
で

あ
る
。
そ
の
違
い
は
生
い
立
ち
や
年
齢
、
性
別
、
時
世
な
ど
の
影
響
も
あ
ろ
う
が
、

結
局
は
生
き
方
や
心
が
け
に
起
因
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
佐
藤
正
子
さ
ん
が
「
農

婦
わ
れ
古
稀
を
越
え
た
り
」
と
「
う
た
う
」
心
情
は
、永
年
に
わ
た
り
天
を
仰
ぎ
、

大
地
を
耕
し
、
踏
み
し
め
て
来
た
足
跡
に
し
て
、
地
道
に
培
っ
て
き
た
土
着
の
魂

を
代
弁
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。「
農
婦
わ
れ
」
は
、
天
地
の
不
二
元
、
身
土
不
二

の
な
か
に
生
き
て
来
た
と
い
う
「
可あ

た
ら惜

」
命

（
４
）を

自
覚
し
て
の
複
合
語
で
あ
り
、
造

語
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
ま
た
、「
土
」
と
共
に
あ
っ
て
「
和
歌
」
の
道
に
も
努
め

て
来
た
と
い
う
感
慨
で
あ
り
、
自
負
心
に
違
い
な
い
。
そ
の
思
い
入
れ
を
証
左
す

る
か
の
よ
う
に
、
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土
に
生
き
土
に
還
ら
む
朝
な
さ
な
老
い
の
仕
事
の
庭
草
を
抜
く

　
と
い
う
一
首
も
忘
れ
が
た
い
。確
か
に「
土
に
生
き
土
に
還
ら
む
」と
の
告
白
は
、

運
命
に
準
じ
て
来
た
者
の
泰
然
自
若
に
し
て
達
観
で
あ
ろ
う
。
だ
か
ら
「
朝
な
さ

な
」（
朝
な
朝
な
）
と
平
凡
な
繰
り
返
し
の
よ
う
に
見
え
る
「
老
い
の
仕
事
の
庭

草
を
抜
く
」
仕
草
や
手
作
業
と
言
え
ど
も
、
決
し
て
単
純
に
し
て
単
調
な
積
み
重

ね
に
伴
う
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
、「
老
い
の
仕
事
」
と
し
て
受

容
す
る
に
至
っ
た
長
い
歳
月
が
あ
り
、
熟
練
し
た
技
（
わ
ざ
）
を
獲
得
し
、
辛
抱

強
い
「
土
」
の
精
神
や
、「
土
」
の
思
想
が
息
づ
い
て
い
る
。
そ
う
し
た
「
忍に

ん
に
く辱

」

の
過
程
を
培
い
な
が
ら
、
身
を
も
っ
て
受
容
し
て
来
た
、
人
生
と
い
う
物
語
の
創

造
を
見
逃
し
て
は
な
ら
な
い
。
そ
れ
だ
け
日
常
の
責
務
を
見
事
に
果
た
し
て
き
た

の
だ
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　「
忍に

ん
に
く辱

」
と
は
、「〈
仏
〉
六
波
羅
蜜
の
一
つ
。
も
ろ
も
ろ
の
侮
辱
・
迫
害
を
忍

受
し
て
恨
ま
な
い
こ
と
。（
中
略
）〈
忍
辱
の
袈
裟
〉
忍
辱
の
心
が
あ
ら
ゆ
る
外
障

か
ら
身
を
守
る
こ
と
を
、
袈
裟
に
た
と
え
て
い
う
語
。
後
に
は
、
単
に
袈
裟
の
こ

と
を
も
い
う（

５
）。」

と
の
説
明
は
、
仏
教
の
趣
旨
に
基
づ
く
も
の
で
あ
り
、
布
教
の

困
難
を
克
服
す
る
た
め
の
教
義
で
も
あ
っ
た
。
僧
侶
が
身
に
纏
う
「
袈
裟
」
は
、

そ
の
象
徴
で
あ
り
、
別
名
を
「
法
衣
」「
功
徳
衣
」「
無
垢
衣
」「
忍
辱
鎧
」
な
ど

と
言
わ
れ
る
所
以
で
も
あ
る
。
│
│
│

　
こ
の
上
で
私
な
り
に
理
解
し
た
こ
と
を

述
べ
た
い
。                    

　
私
た
ち
は
、
凡
夫
で
あ
る
ゆ
え
に
「
も
ろ
も
ろ
の
侮
辱
・
迫
害
を
忍
受
し
て
恨

ま
な
い
こ
と
」
を
極
め
る
の
は
難
し
い
。
そ
れ
こ
そ
煩
悩
の
浄
化
に
努
め
る
べ
く

し
て
仏
道
に
勤
し
み
、
永
年
の
修
業
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
例
え
ば
、
す
で
に
宮
澤

賢
治
は
、「
世
界
が
ぜ
ん
た
い
幸
福
に
な
ら
な
い
う
ち
は
個
人
の
幸
福
は
あ
り
得

な
い
／

　
自
我
の
意
識
は
個
人
か
ら
集
団
社
会
宇
宙
と
次
第
に
進
化
す
る
／

　
こ

の
方
向
は
古
い
聖
者
の
踏
み
ま
た
教
へ
た
道
で
は
な
い
か

（
６
）」と

い
う
見
解
を
示
し
、

詩
や
童
話
な
ど
の
創
作
活
動
に
と
ど
ま
ら
ず
、
多
種
多
様
な
実
践
に
挑
み
、
試
み
、

そ
し
て
数
々
の
業
績
を
残
し
た
。
賢
治
は
、「
わ
れ
ら
は
世
界
の
ま
こ
と
の
幸
福

を
索た

づ

ね
よ
う
／

　
求
道
す
で
に
道
で
あ
る
」
と
訴
え
続
け
な
が
ら
も
、
志
半
ば
に

し
て
倒
れ
た
。
即
ち
、「
忍
辱
」
の
道
に
徹
し
な
が
ら
「
忍
辱
」
の
生
涯
で
あ
っ

た
、
と
言
え
よ
う
。
そ
れ
で
も
「
詩
人
は
苦
痛
を
も
享
楽
す
る
／

　
永
久
の
未
完

成
こ
れ
完
成
で
あ
る
」
と
い
う
「
結
論
」
か
ら
も
伺
え
る
よ
う
に
、「
子
曰
、
当

仁
不
譲
於
師
」（
子
曰
く
、
仁
に
当
た
り
て
は
師
に
も
譲
ら
ず
。『
論
語
』
衛
霊
公

第
十
五
ー
三
十
六
）、
あ
る
い
は
ま
た
、「
子
曰
、
志
士
仁
人
、
無
求
生
以
害
仁
、

有
殺
身
以
成
仁
」（
子
曰
く
、
志
士
仁
人
は
、
生
を
求
め
て
以
て
仁
を
害
す
る
こ

と
な
く
、
死
を
以
て
仁
を
成
す
こ
と
あ
り
。『
論
語
』
衛
霊
公
第
十
五
ー
九
）
に

も
等
し
く
、
賢
治
ほ
ど
の
強
靱
さ
が
な
け
れ
ば
「
忍
辱
」
は
も
と
よ
り
、「
先
づ

人
と
し
て
人
の
道

（
７
）」

を
も
究
め
ら
れ
は
し
な
い
だ
ろ
う
。
そ
こ
で
私
は
、「
忍
辱
」

に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
考
え
て
み
た
。

　
│
│
│

　
つ
ま
り
、
外
か
ら
の
「
も
ろ
も
ろ
の
侮
辱
・
迫
害
を
忍
受
し
て
恨
ま

な
い
こ
と
」
は
果
た
し
難
い
の
だ
が
、自
ら
の
目
標
や
希
望
の
実
現
の
た
め
に
は
、

必
然
的
に
努
力
の
過
程
を
伴
い
、
自
分
の
置
か
れ
た
立
場
や
条
件
、
環
境
な
ど
を

克
服
す
べ
く
し
て
日
々
の
時
間
に
耐
え
続
け
る
べ
き
精
神
な
の
で
は
な
い
か
、と
。

無
常
迅
速
に
し
て
不
可
逆
的
な
変
化
が
著
し
く
、
不
自
由
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
こ
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と
の
多
い
人
生
を
思
え
ば
、
誰
も
が
日
々
「
忍
辱
」
を
強
い
ら
れ
、
容
易
に
超
え

る
こ
と
の
で
き
な
い
命
題
な
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
だ
か
ら
、
私
た
ち
は
浅
知
恵

よ
ろ
し
く
自
省
を
忘
れ
、
安
易
に
「
永
久
の
未
完
成
こ
れ
完
成
で
あ
る
」
と
ば
か

り
に
、
性
急
な
「
結
論
」
や
虚
勢
に
陥
り
や
す
い
。
さ
ら
に
は
、
自
由
・
平
等
・

博
愛
の
看
板
の
も
と
で
、
近
代
的
な
自
我
の
確
立
、
個
性
の
尊
重
、
豊
か
な
社
会

を
目
指
し
て
、
な
ど
と
い
う
甘
言
に
等
し
い
美
辞
麗
句
に
し
て
曖
昧
模
糊
と
し
た

新
語
や
造
語
を
知
た
り
顔
で
多
用
し
た
り
、
御
為
ご
か
し
の
「
人
生
論
」
や
「
解

説
書
」
が
流
布
し
た
り
、「
自
分
ら
し
さ
」
に
拘
泥
す
る
あ
ま
り
、
自
虐
的
な
自

閉
症
に
陥
る
と
い
う
「
共
同
幻
想
」
を
抱
き
や
す
く
な
る
の
も
無
理
か
ら
ぬ
の
で

あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
言
葉
に
対
す
る
自
覚
が
希
薄
で
あ
り
、
言
葉
遣
い
を
軽
視
す

る
所
以
で
あ
る
。
言
葉
が
精
神
を
創
造
す
る
、
と
い
う
提
言
は
、
素
朴
な
言
動
の

蓄
積
で
あ
り
、
日
々
の
習
慣
の
大
切
さ
、
不
断
の
心
が
け
の
大
事
な
ど
を
裏
づ
け

る
真
実
で
あ
ろ
う
。
ゆ
え
に
私
は
、「
結
果
に
至
る
過
程
に
目
覚
め
よ
」
と
ば
か

り
に
、「
過
程
」
の
尊
厳
や
習
慣
の
大
切
さ
を
強
調
し
た
い
。

　
　
　
　
　（
三
）　「
草
屋
」
に
包
ま
れ
な
が
ら

　
今
年
八
十
六
歳
を
迎
え
る
佐
藤
正
子
さ
ん
（
旧
姓
・
真ま

し
も下

）
は
、「
忍に

ん
に
く辱

」
の

時
を
重
ね
、
自
制
や
自
粛
、
自
省
、
自
責
な
ど
に
心
が
け
て
き
た
人
で
あ
る
。

十
九
歳
八
ヶ
月
に
て
生
家
を
離
れ
、
現
在
地
の
他
家
に
輿
入
れ
し
（
昭
和
十
八
年

四
月
十
六
日
）、
そ
れ
以
来
嫁
と
し
て
、
妻
と
し
て
、
母
と
し
て
、
さ
ら
に
は
姑

と
し
て
、
祖
母
と
し
て
「
農
婦
わ
れ
」
を
貫
い
て
来
た
の
で
あ
る
。「
和う

た歌
」
は
、

そ
う
し
た
日
々
の
「
過
程
」
に
伴
う
心
情
か
ら
引
き
出
さ
れ
た
、
代
理
的
な
強
化

の
反
映
で
あ
り
創
造
で
あ
る
。
そ
の
集
大
成
の
ひ
と
つ
が
、『
歌
集

　
詠
は
め
や

　
草
屋
住
ま
ひ
』（
平
成
十
四
年
六
月
二
十
六
日
、
上
毛
新
聞
社
刊
）
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。
そ
の
冒
頭
に
は
、「
草
屋
の
四
季
ご
よ
み
」（
五
頁
）
と
題
す
る
章
立

て
の
も
と
に
、

　
　
　
　
　
　
　
　

　
　

超
然
と
草
屋
を
守
る
夫
に
副
ひ
粗そ

だ朶
の
熾お

き

も
て
餅
を
焼
く
な
り

　
　

天て
ん
め
い明

の
世
の
移
築
と
ふ
茅ば

う
お
く屋

に
今
を
住
み
継
ぐ
い
ろ
り
焚
き
つ
つ

　
と
い
う
順
に
収
め
ら
れ
て
い
る
。
冒
頭
の
一
首
は
、
選
者
の
武
川
忠
一
氏
の
推

挙
に
よ
っ
て
特
選
の
評
価
と
栄
誉
に
輝
き
、
Ｎ
Ｈ
Ｋ
よ
り
放
映
さ
れ
た
と
い
う
代

表
作
で
あ
る
。「
超
然
と
草
屋
を
守
る
夫
に
副
ひ
」
と
い
う
上
の
句
は
、「
超
然
と

草
屋
を
守
る
夫
」
を
称
え
、
支
え
な
が
ら
、
作
者
自
ら
も
ま
た
永
年
に
わ
た
っ
て

「
副
ひ
」
続
け
て
来
た
の
だ
か
ら
、「
超
然
」
と
で
も
い
う
べ
き
信
念
が
、「
粗
朶

の
熾
」
の
よ
う
に
底
力
を
発
揮
し
、
今
も
猶
「
餅
を
焼
く
」
暮
ら
し
を
継
い
で
い

る
事
実
や
伝
統
の
な
か
で
培
わ
れ
て
来
た
、
安
心
立
命
の
情
景
を
う
た
っ
て
い
る

と
思
わ
れ
る
の
だ
が
、
ど
う
だ
ろ
う
か
。
冒
頭
に
次
ぐ
「
天
明
の
世
の
移
築
と
い

ふ
・
・
・
・
・
」
の
一
首
も
ま
た
、
同
じ
よ
う
な
趣
意
と
気
概
が
読
み
取
れ
る
。「
天

明
」
と
い
う
年
号
（
一
七
八
一
〜
一
七
八
八
）
か
ら
し
て
、
時
の
事
件
や
歴
史
を

偲
ば
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
天
明
│
│
│

　
そ
こ
で
年
表
を
繙
く
ま
で
も
な
い
の
だ
が
、
天
明
元
年
に
上
州

（
今
の
群
馬
県
西
毛
地
方
か
）
や
、
武
州
（
今
の
埼
玉
県
秩
父
地
方
か
）
に
百
姓
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一
揆
が
発
生
し
、
同
三
年
に
は
浅
間
山
の
大
噴
火
が
起
こ
り
、
そ
の
影
響
に
よ
る

冷
害
も
加
わ
り
、「
天
明
の
大
飢
饉
」（
同
二
年
〜
七
年
に
か
け
て
）
と
呼
ば
れ
て

い
る
悲
惨
な
天
災
が
甦
っ
て
く
る
。
そ
れ
以
来
の
「
茅
屋
」（
築
三
〇
〇
年
ほ
ど

に
な
る
と
い
う
。
茅
葺
き
屋
根
の
こ
と
だ
か
ら
、
こ
れ
ま
で
に
何
回
か
は
茅
の
葺

き
替
え
を
行
っ
て
来
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
最
近
で
は
平
成
十
六
年
一
月
七
日
〜
同

二
月
二
十
日
に
か
け
て
、
茅
葺
き
屋
根
の
修
復
や
、
三
百
年
来
の
梁
の
取
り
替
え

を
行
っ
た
と
い
う
。
こ
の
た
め
に
信
州
の
屋
根
屋
職
人
が
四
十
日
間
以
上
も
泊
ま

り
込
み
で
作
業
に
取
り
組
ま
れ
た
と
い
う
。
詳
細
は
、
葺
き
替
え
作
業
の
工
程
や

進
捗
状
況
を
写
真
と
俳
句
で
ま
と
め
た
、『
茅
葺
き
屋
根
を
葺
き
替
え
る
│
│
│

　
写
真
と
俳
句
で
つ
づ
る
草
屋
の
く
ら
し
』　
平
成
十
二
年
五
月
十
日
、
上
毛
新

聞
社
刊
を
参
照
の
こ
と
）
に
、「
今
を
住
み
継
ぐ
い
ろ
り
焚
き
つ
つ
」
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、風
習
や
習
慣
な
ど
の
伝
統
文
化
を
身
に
つ
け
て
お
り
、

今
で
は
得
難
い
、
特
異
な
教
養
の
蓄
積
に
圧
倒
さ
れ
、
教
え
ら
れ
る
こ
と
が
多
い

の
で
あ
る
。

　
続
い
て
四
首
目
に
掲
げ
て
い
る
、「
火
吹
竹
の
吹
き
出
し
口
よ
り
お
だ
や
か
に

濃
き
息
吹
け
ば
榾ほ

だ
び火

生
ま
る
る
」
と
い
う
一
首
も
ま
た
実
景
で
あ
る
。
伝
統
的
な

「
囲
炉
裏
」の
あ
る
暮
ら
し
は「
草
屋
」の
な
か
に
含
ま
れ
、貴
重
な「
茅
葺
き
屋
根
」

に
守
ら
れ
て
来
た
だ
け
に
、
今
で
も
象
徴
的
な
「
草
屋
」「
茅
屋
」
を
、
住
ま
い

の
家
屋
や
屋
敷
の
代
名
詞
の
よ
う
に
自
称
し
て
い
る
。
そ
の
「
草
屋
」
な
り
「
茅

屋
」
な
り
に
ま
つ
わ
る
家
系
に
つ
い
て
は
、
次
の
よ
う
に
う
た
っ
て
い
る
。

　
　「

叶
屋
」
の
屋
号
掲
げ
て
天
明
よ
り
こ
の
草
庵
に
棲
み
古
り
来
た
る

　
と
の
こ
と
だ
か
ら
、
幾
た
び
か
の
屋
根
の
葺
き
替
え
を
経
て
来
た
と
し
て
も
、

「
天
明
よ
り
」
と
数
え
て
み
れ
ば
、
三
百
有
余
年
も
の
歳
月
を
重
ね
て
来
た
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。
家
系
を
遡
り
、
先
人
に
思
い
を
馳
せ
れ
ば
、
遙
か
山や

ま
な
み脈

の
向
こ

う
に
広
が
る
浅
間
山
が
大
噴
火
を
起
こ
し
た
と
き
の
影
響
や
、「
天
明
の
大
飢
饉
」

を
も
克
服
し
、
後
世
の
政
変
や
時
代
の
荒
波
に
加
え
、
近
代
化
百
年
の
あ
い
だ
の

日
清
・
日
露
・
日
中
の
各
戦
争
、
太
平
洋
戦
争
（
第
二
次
世
界
大
戦
）
な
ど
に
翻

弄
さ
れ
、
塗
炭
の
辛
苦
に
も
耐
え
な
が
ら
、「
棲
み
古
り
来
た
る
」
と
い
う
歴
史

を
偲
ば
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
。
政
治
と
い
う
名
の
も
と
で
強
い
ら
れ
な
が
ら
も
克

服
し
、
今
日
に
至
ら
し
め
た
事
実
を
し
て
「
忍
辱
の
精
神
」
の
具
現
で
あ
り
、
潜

在
的
な
伝
統
の
地
力
と
い
う
、
底
力
で
あ
る
と
言
わ
ず
に
何
と
言
お
う
。
暮
ら
し

の
知
恵
を
含
め
た
「
教
養
」
に
も
等
し
い
「
伝
統
」
の
力
は
、
決
し
て
「
叶
屋
」

と
呼
ば
れ
て
来
た
「
草
屋
」
の
な
か
だ
け
で
培
わ
れ
て
来
た
わ
け
で
は
な
い
が
、

確
か
に「
草
屋
」の
な
か
の
そ
こ
か
し
こ
で
育
ま
れ
た
も
の
に
違
い
な
い
。だ
か
ら
、

　
　

石
臼
に
三
本
杵
も
て
餅
を
搗
く
土
間
に
ひ
び
か
ふ
音
の
は
な
や
ぎ

　
と
、う
た
わ
れ
て
い
る
よ
う
な
「
は
な
や
ぎ
」
も
生
ま
れ
る
。
そ
れ
は
「
土
間
」

と
い
う
客
人
を
接
待
し
た
り
対
応
し
た
り
、
か
つ
物
置
き
場
や
雨
天
の
日
な
ど
の

作
業
場
と
し
て
活
用
さ
れ
る
空
間
に
お
い
て
、「
餅
を
搗
く
」
と
い
う
協
同
（
協
働
）

作
業
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
「
は
な
や
ぎ
」
の
な
か
に
は
、

「
三
本
杵
も
て
」
な
の
だ
か
ら
、
声
を
掛
け
合
い
な
が
ら
交
互
に
「
杵
」
を
打
ち
、

加
え
て
音
頭
を
と
り
な
が
ら
水
を
打
つ
人
も
お
り
、
周
り
で
声
援
を
お
く
り
、
歓
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声
を
あ
げ
る
「
族

う
か
ら

・
や
か
ら
」
と
い
う
人
々
も
い
る
こ
と
だ
ろ
う
。「
餅
を
搗
く
」

と
い
う
習
慣
や
所
作
、「
餅
」
を
伸
ば
し
、
切
り
、
料
理
を
し
て
食
べ
る
、
あ
る

い
は
保
存
す
る
、
な
ど
の
一
連
の
手
順
や
立
居
振
舞
い
、
所
作
、
所
行
が
、
民
俗

の
典
型
で
あ
り
恩
恵
で
あ
る
。
家
系
に
限
ら
な
い
人
々
に
よ
る
継
承
の
御
蔭
で
あ

る
。
こ
う
し
た
暮
ら
し
や
風
習
が
伝
統
の
力
を
培
い
、
教
養
を
育
ん
で
き
た
の
で

あ
る
。
だ
か
ら
、「
自
分
ら
し
さ
」
に
か
こ
つ
け
て
出
来
合
い
の
好
み
の
食
品
を

個
別
に
購
入
し
、
個
室
で
「
孤
食
」
を
貪
る
よ
う
な
進
歩
的
な
食
生
活
か
ら
は
、

佐
藤
正
子
さ
ん
が
う
た
っ
た
よ
う
な
「
は
な
や
ぎ
」
は
生
じ
な
い
。
つ
ま
り
「
餅

を
搗
く
」
と
き
の
「
音
」
だ
け
に
と
ど
ま
ら
な
い
「
は
な
や
ぎ
」
│
│
こ
れ
が
伝

統
の
力
を
培
い
、
教
養
を
育
む
要
素
で
あ
り
、
笑
顔
や
歓
声
を
生
み
出
す
暮
ら
し

の
潤
い
で
も
あ
る
。「
土
間
に
ひ
び
か
ふ
音
の
は
な
や
ぎ
」
は
、
一
家
の
団
欒
や

円ま
ど
い居

の
情
景
を
反
映
さ
せ
、
描
写
し
た
「
和う

た歌
」
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
を
重
ね

て
言
い
た
い
。

　
こ
う
し
た
「
は
な
や
ぎ
」
の
情
景
を
描
写
す
る
眼
差
し
は
、「
草
屋
」
の
外
に

も
向
け
ら
れ
て
い
る
。
か
つ
て
は
養
蚕
の
た
め
に
開
墾
さ
れ
た
桑
畑
に
梅
の
木
を

植
え
て
の
幾
星
霜
、
今
や
「
梅
林
」
に
生
ま
れ
変
わ
り
、
枝
も
た
わ
わ
に
実
を
つ

け
、「
梅
干
し
」
づ
く
り
に
余
念
が
な
い
。

　
　

梅
林
の
樹
下
に
憩
ふ
ひ
と
と
き
を
目
は
見
残
し
の
梅
さ
が
し
を
り

　
　

梅
漬
け
の
時
季
め
ぐ
り
来
ぬ
土
の
香
と
光
と
露
を
ふ
ふ
む
紫
蘇
の
葉

　
　

揉
む
ほ
ど
に
紫
蘇
の
あ
く
汁
泡
を
生
み
素
手
染
め
あ
ぐ
る
泡
の
ま
ん
だ
ら

　
な
ど
の
「
和う

た歌
」
は
、
い
ず
れ
も
実
景
で
あ
り
、
実
感
で
あ
ろ
う
。
私
た
ち
に

は
、
佐
藤
正
子
さ
ん
の
生
業
が
農
林
業
な
の
だ
か
ら
、「
梅
干
し
づ
く
り
」
や
「
梅

漬
け
」
な
ど
、
当
た
り
前
の
仕
事
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
だ
ろ
う
。
確
か
に
、
永
年

に
わ
た
っ
て
創
意
工
夫
を
重
ね
、
身
を
も
っ
て
培
い
、
習
得
し
て
き
た
英
知
や
技

（
わ
ざ
。
身
体
技
法
）、
感
覚
な
ど
の
独
自
性
に
満
ち
た
香
り
が
漂
い
、
味
わ
い
深

さ
も
堪
能
す
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
だ
が
、
温
か
い
御
飯
に
梅
干
し
を
の
せ
て

食
べ
る
ま
で
に
は
、「
餅
を
搗
く
」
の
と
同
様
に
、
梅
の
木
や
土
の
手
入
れ
か
ら

始
ま
っ
て
、
い
く
つ
も
の
作
業
の
工
程
を
経
て
、
何
よ
り
も
「
時
季
」
が
熟
さ
な

け
れ
ば
「
梅
干
し
」
一
つ
と
て
食
べ
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。
言
う
ま
で
も
な
く
、

「
梅
」
自
ら
が
「
梅
干
し
」
と
な
っ
て
食
卓
に
上
る
の
で
は
な
い
、
と
い
う
こ
と

を
承
知
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。「
手
間
暇
を
か
け
る
」「
手
を
煩
わ
す
」「
手
が
込
む
」

「
手
を
借
り
る
」
な
ど
の
慣
用
句
で
は
な
い
が
、「
手
間
」
の
か
か
る
過
程
を
、「
手

塩
」
に
か
け
て
積
み
重
ね
て
来
た
結
果
が
「
梅
干
し
」
な
の
で
あ
る
。
結
果
に
至

る
過
程
を
や
り
遂
げ
る
こ
と
が
、
私
の
言
う
「
忍
辱
」
の
精
神
で
あ
り
、「
忍
辱
」

の
過
程
を
体
得
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
伝
統
の
力
が
培
わ
れ
、
教
養
も
育
ま
れ
る
の

で
あ
る
。
そ
れ
は
ま
た
身
を
も
っ
て
「
身
を
入
れ
」、「
身
を
粉こ

に
」
し
て
「
身
（
手
）

を
尽
く
す
」
の
だ
か
ら
、「
身
を
投
ず
る
」
に
等
し
く
、「
身
を
立
て
る
」
こ
と
な

の
で
あ
る
。
い
ず
れ
も
「
手
軽
」
な
こ
と
で
は
な
い
の
だ
が
、決
し
て
「
手
抜
き
」

を
す
る
こ
と
は
な
い
。
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　（
四
）　
山
里
に
時
は
流
れ
て
も

　「
梅
干
し
」
づ
く
り
が
教
養
を
育
む
│
│
│

　
な
ぜ
な
ら
ば
、「
こ
う
い
う
も
の

を
生
み
出
す
手
仕
事
の
熟
練
は
た
だ
も
う
同
じ
も
の
を
繰
り
返
し
無
心
に
作
る
、

と
い
う
と
こ
ろ
か
ら
し
か
来
な
い
。
そ
う
や
っ
て
作
ら
れ
る
日
常
品
は
、
機
械
製

品
に
は
決
し
て
ま
ね
の
で
き
な
い
『
味
』
と
感
覚
の
深
さ
を
湛た

た

え
て
い
る
。
土
地

の
素
材
を
使
っ
た
土
地
の
工
芸
品（「
梅
干
し
」と
て
然
り
で
あ
ろ
う
。引
用
者
、注
）

は
、
ま
っ
た
く
生
活
の
た
め
に
あ
り
、
生
活
の
な
か
で
無
雑
作
に
使
い
尽
く
さ
れ

て
い
く
。
自
然
と
生
産
生
活
と
の
間
に
終
わ
り
の
な
い
循
環
が
こ
こ
に
あ
る
。
こ

の
循
環
こ
そ
、
実
は
人
の
生
活
の
独
立
を
根
底
か
ら
保
障
し
て
く
れ
る
も
の
だ（

８
）。」

か
ら
、
技
（
わ
ざ
）
の
向
上
と
共
に
、
英
知
を
引
き
出
し
教
養
を
蓄
積
し
、
文
化

を
醸
し
だ
す
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
は
、「
梅
」
と
い
う
生
き
も
の
と
の
触
れ
合
い

や
対
話
を
通
じ
て
労
り
、
慈
し
み
、
思
い
や
り
、
細
や
か
さ
、
愛
し
さ
、
勿
体
な
い
、

哀
れ
な
ど
の
心
配
り
、心
遣
い
、気
遣
う
心
性
も
養
う
。
心
と
技
（
わ
ざ
）
が
「
梅

干
し
」
の
味
や
香
り
、
色
な
ど
に
反
映
さ
れ
、
決
定
づ
け
て
来
た
の
で
あ
る
。
そ

の
典
型
や
代
表
的
な
例
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
の
が
、
懐
か
し
さ
の
漂
う
「
お
ふ
く

ろ
の
味
」
や
「
郷
土
料
理
」、地
元
に
伝
え
ら
れ
て
来
た
特
産
品
の
数
々
で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
が
、
近
年
に
至
る
と
、

　
近
代
の
機
械
産
業
は
、
こ
う
い
う
手
仕
事
を
古
く
て
、
効
率
の
悪
い
、
ほ
と
ん

ど
惨
め
な
生
産
形
態
と
し
て
、
ど
ん
ど
ん
駆
遂
し
て
い
っ
た
。
が
、
駆
遂
さ
れ
た

の
は
生
産
形
態
だ
け
で
は
な
い
、
物
と
心
を
つ
な
い
で
き
た
何
千
年
の
文
化
の
連

続
が
投
げ
棄
て
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
に
徹
底
し
て
気
が
付
く
の
に
、
人

類
は
あ
と
ど
れ
く
ら
い
時
間
を
か
け
れ
ば
い
い
の
だ
ろ
う
か（

９
）。

　
と
い
う
悲
嘆
や
懸
念
を
、
私
も
ま
た
覚
え
ざ
る
を
得
な
い
の
だ
が
、
ど
う
だ
ろ

う
。
機
械
や
機
具
に
対
す
る
異
常
な
依
存
や
過
信
に
よ
る
人
間
性
の
変
質
、
心
性

の
歪
み
、
身
体
技
法
（
わ
ざ
）
や
感
覚
な
ど
の
劣
化
、
退
化
、
喪
失
を
憂
慮
す
る

の
だ
が
、「
近
代
の
機
械
産
業
」
は
、
さ
ら
な
る
「
高
品
質
、
高
性
能
、
多
機
能
」

に
し
て
、「
簡
単
で
楽
だ
、
便
利
だ
、
軽
く
て
安
い
、
省
エ
ネ
だ
、
使
い
放
題
だ
」

な
ど
と
謳
い
、「
新
発
売
」
の
機
械
に
よ
っ
て
、「
進
歩
、
発
展
、
豊
か
さ
」
を
も

た
ら
す
か
の
よ
う
に
喧
伝
し
、「
古
く
て
不
便
な
も
の
（
こ
と
）、
面
倒
臭
い
こ
と

（
も
の
）」
は
、
す
べ
て
改
善
、
解
消
さ
れ
る
か
淘
汰
さ
れ
、
防
止
も
抑
止
も
可
能

だ
と
い
う
幻
想
や
錯
覚
、傲
慢
、自
惚
れ
な
ど
の
強
い
「
イ
メ
ー
ジ
脳
」
や
「
ゲ
ー

ム
脳
」
を
肥
大
さ
せ
、
矛
盾
や
陥
穽
に
も
気
づ
か
な
い
よ
う
に
鈍
感
を
促
し
、
悪

性
の
循
環
を
生
み
出
す
。
私
は
、
機
械
万
能
主
義
や
定
向
進
化
観
の
果
て
に
も
た

ら
さ
れ
る
依
存
症
や
過
敏
症
、
人
間
の
モ
ノ
化
、
信
頼
や
信
用
、
規
範
の
頽
廃
、

関
係
の
挫
折
、
孤
立
化
、
そ
し
て
反
動
や
逆
襲
な
ど
を
恐
れ
た
り
、
危
惧
し
た
り

す
る
の
だ
が
、
杞
憂
に
過
ぎ
な
い
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。
た
か
が
「
梅
干
し
」
の
こ

と
で
と
、一
笑
に
付
さ
れ
る
か
、一
蹴
さ
れ
る
ま
で
の
こ
と
な
の
で
あ
ろ
う
か
。「
文

化
の
安
全
保
障
」
と
し
て
も
、
ぜ
ひ
一
考
を
願
い
た
い
。

　
今
や
、
多
く
の
機
械
や
器
具
に
囲
ま
れ
、
便
利
で
豊
か
だ
と
い
う
生
活
を
享
受

し
な
が
ら
、「
物
と
心
を
つ
な
い
で
き
た
何
千
年
の
文
化
の
連
続
」
を
断
絶
さ
せ
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る
よ
う
な
解
体
や
分
散
に
加
え
、
細
分
化
、
個
別
化
、
差
異
化
を
推
進
す
る
よ
う

な
こ
と
ば
か
り
が
目
に
つ
く
。
だ
か
ら
、
必
然
的
に
生
じ
て
い
る
不
均
衡
や
不
調

和
な
ど
の
弊
害
に
苦
し
み
、
挫
折
を
恐
れ
な
が
ら
、
変
だ
な
、
不
自
然
だ
な
、
嫌

だ
な
と
承
知
の
う
え
で
強
い
ら
れ
、
追
従
し
て
い
る
よ
う
な
状
況
に
思
わ
れ
て
な

ら
な
い
。「
よ
く
な
る
だ
ろ
う
」「
よ
く
し
て
く
れ
る
で
あ
ろ
う
」
と
期
待
す
る
他

律
的
な
「
進
歩
観
」
に
は
際
限
が
な
い
の
で
、
危
険
や
被
害
も
増
大
す
る
ば
か
り

で
あ
る
。
そ
れ
で
も
迎
合
し
た
が
る
要
因
は
、
機
械
が
無
か
っ
た
り
少
な
か
っ
た

り
、「
不
便
だ
っ
た
」
と
い
う
時
代
や
社
会
、
そ
し
て
人
は
「
遅
れ
て
い
た
」
の

だ
か
ら
、「
進
歩
し
た
」
今
日
の
参
考
に
な
ら
な
い
、
値
し
な
い
、
と
ば
か
り
に

省
み
な
い
進
歩
至
上
主
義
史
（
私
）
観
の
蔓
延
で
あ
り
、
傲
慢
な
偏
見
で
あ
る
。

つ
ま
り
、す
べ
て
が
「
進
歩
し
た
」
と
い
う
思
い
込
み
に
基
づ
き
、「
最
新
の
情
報
」

だ
と
い
う
現
象
や
事
象
の
氾
濫
に
煽
動
さ
れ
、「
イ
メ
ー
ジ
脳
」
や
「
ゲ
ー
ム
脳
」

づ
く
り
を
余
儀
な
く
さ
れ
、
慢
心
に
な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
で
も
心
あ

る
人
々
に
よ
っ
て
歴
史
と
い
う
教
訓
、
伝
統
や
文
化
と
い
う
教
材
、
民
俗
と
い
う

手
本
、
先
人
と
い
う
鑑

か
が
み

な
ど
を
携
え
、「
温
故
知
新
」
の
真
意
を
繙
き
な
が
ら
今

日
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
私
た
ち
の
心
の
な
か
に
は
「
古
い
も
の
」
が
宿

り
、
暮
ら
し
の
な
か
に
も
「
古
い
も
の
」
が
息
づ
い
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
を
忘

れ
て
は
な
ら
な
い
。

　
温
故
知
新
│
│
│

　
だ
か
ら
な
の
か
も
知
れ
な
い
が
、
私
は
「
年
寄
り
と
味
噌

漬
け
は
、
す
ぐ
に
は
で
き
な
い
」
と
い
う
家
郷
（
岩
手
県
一
関
市
花
泉
町
）
の
伝

承
（
諺
）
を
思
い
出
す
が
、「
梅
」
一
つ
、「
梅
干
し
」
一
粒
と
て
す
ぐ
に
は
で
き

な
い
、
と
い
う
事
実
を
承
知
す
べ
き
で
あ
る
。「
梅
」
は
、「
天
地
」
と
共
に
慈
し

み
な
が
ら
育
て
、「
天
地
」
の
恵
み
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
に
も
思
い
を
致
す
べ

き
で
あ
ろ
う
。
だ
か
ら
無
機
質
な
モ
ノ
を
作
り
続
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
じ
る
精

神
と
は
、
必
然
的
に
異
な
る
。
身
の
回
り
の
生
き
も
の

0

0

0

0

が
無
常
迅
速
の
時
を
痛
感

さ
せ
る
の
だ
か
ら
、「
お
互
い
様
」
と
ば
か
り
に
自
ら
の
哀
れ
を
知
り
、
命
を
愛

惜
す
る
心
情
や
感
覚
を
紡
ぎ
、
連
綿
と
継
承
さ
れ
て
来
た
命
の
尊
厳
を
認
識
し
、

古
典
的
な
教
養
を
培
う
の
で
あ
る
。
即
ち
、「
農
婦
わ
れ
」
は
、「
梅
漬
け
の
時
季
」

や
「
梅
」
の
実
の
生
態
を
熟
知
し
、
不
文
律
の
「
土
の
香
」
や
「
光
と
露
を
ふ
ふ

む
紫
蘇
の
葉
」
を
肌
で
知
り
（
身
体
感
覚
）、
同
化
融
合
に
よ
っ
て
味
わ
い
も
熟

成
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
い
ず
れ
も
天
と
地
と
、
そ
し
て
人
と
の
一
体
化
が
「
梅
干

し
」
づ
く
り
、「
梅
干
し
漬
け
」
の
秘
訣
で
あ
り
、「
梅
」
を
包
む
自
然
と
交
感
す

る
心
情
こ
そ
が
教
養
の
神
髄
な
の
で
あ
る
。
だ
が
、
現
状
は
実
学
優
先
の
学
力
向

上
流ば

や行
り
で
、
景
気
回
復
の
た
め
に
モ
ノ
の
購
入
に
寄
与
す
べ
く
人
材
の
育
成
な

の
か
、
知
識
の
伝
達
と
獲
得
競
争
に
追
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
だ
か
ら
こ

そ
、
意
図
的
に
編
纂
さ
れ
た
「
検
定
済
教
科
書
」
を
用
い
て
の
「
座
学
講
義
」
に

よ
る
勉
学
の
機
会
以
上
に
、
春
夏
秋
冬
の
彩
り
に
満
ち
た
身
の
回
り
の
自
然
を
教

材
と
し
た
「
路
上
教
授
」
の
時
間
を
増
や
し
、
継
承
さ
れ
て
き
た
古
典
を
繙
き
、

洗
練
さ
れ
た
伝
統
や
文
化
と
触
れ
合
い
な
が
ら
、
教
養
の
醸
成
や
回
復
を
目
指
す

こ
と
が
急
務
な
の
で
は
な
い
か
、
と
言
い
た
い
。
そ
の
た
め
に
も
先
人
の
人
生
に

学
ぶ
こ
と
で
あ
ろ
う
。

　「
和う

た歌
を
紡
い
で
五
十
年
」
の
佐
藤
正
子
さ
ん
は
、
嫁
い
で
「
農
婦
わ
れ
」
の

道
に
努
め
て
七
十
年
に
近
い
（
嫁
ぐ
ま
で
は
、
碓
氷
郡
松
井
田
町
国
民
学
校
の
教

員
）。
こ
の
間
の
喜
怒
哀
楽
を
三み

そ

ひ

と

も

じ

十
一
文
字
（
短
歌
の
別
称
）
に
託
し
、
凝
縮
さ
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せ
な
が
ら
う
た
い
続
け
て
来
た
。
自
ら
が
「
私
の
百
姓
の
歌
は
、
世
に
問
う
ほ
ど

の
こ
と
は
な
い
と
は
思
う
も
の
の
、
読
み
返
し
て
み
る
と
、
生
け
る
証
し
、
生
活

の
記
録
と
し
て
、
聊
か
の
感
慨
な
き
に
し
も
あ
ら
ず
。」
と
言
い
、「
思
え
ば
、
戦

争
の
食
糧
難
が
、
私
を
農
婦
に
仕
立
て
た
の
で
あ
る
が
、
歌
の
基
礎
も
な
く
、
唯

唯
、
百
姓
と
し
て
肉
体
労
働
の
傍
ら
、
む
さ
ぼ
る
様
に
詠
ん
だ
も
の
ば
か
り
。
そ

れ
で
も
、
そ
れ
は
私
に
と
っ
て
、
日
々
の
喜
び
哀
し
み
で
あ
り
、
他
郷
へ
嫁
い
だ

孤
独
の
心
の
慰
め
で
も
あ
っ
て
、
こ
れ
ら
の
私
の
分
身
で
も
あ
る
も
ろ
も
ろ
の
歌

を
捨
て
る
に
忍
び
な
い
。
そ
れ
な
ら
ば
、
い
っ
そ
、
生
き
甲
斐
の
証
と
し
て
、
又
、

〈
短
歌
の
自
分
史
〉
と
し
て
皆
ぶ
ち
込
み
、
恥
を
晒
そ
う
と
決
め
、
こ
ん
な
ご
た

ご
た
し
た
も
の
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。」と
、「
あ
と
が
き
」の
な
か
に
綴
っ
て
い
る
。

い
ず
れ
も
そ
の
通
り
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
で
も
、
そ
こ
に
は
筆
舌
に
尽
く
し
が
た
い

ほ
ど
の
万
感
の
思
い
や
、
伝
え
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
真
情
が
、
紙
面
い
っ
ぱ
い
に

溢
れ
て
お
り
、
切
な
い
ま
で
の
真
意
を
読
み
取
る
ほ
ど
に
感
傷
的
に
な
り
、
ほ
の

ぼ
の
と
し
た
温
も
り
を
覚
え
る
の
は
、
決
し
て
私
だ
け
で
は
な
い
だ
ろ
う
。

　
さ
ら
に
佐
藤
正
子
さ
ん
の
真
情
を
伺
っ
て
み
た
。
そ
こ
に
は
自
重
ぎ
み
に
、
か

つ
気
後
れ
し
た
か
の
よ
う
に
、「
お
他
人
様
に
は
、
数
首
で
飽
き
て
し
ま
っ
て
、

到
底
終
わ
り
ま
で
お
読
み
頂
け
な
い
こ
と
は
、
承
知
の
上
で
あ
る
が
、」
と
も
続

け
て
い
る
の
だ
が
、
人
の
一
生
は
多
く
の
人
と
の
関
わ
り
合
い
に
よ
っ
て
始
ま

り
、
人
生
と
い
う
物
語
も
ま
た
、
多
く
の
人
と
の
出
会
い
や
関
わ
り
合
い
に
伴
う

「
相そ

う
ふ逢

」
の
と
き
を
経
て
創
造
さ
れ
る
。
だ
か
ら
、
歌
人
と
し
て
生
ま
れ
て
来
る

人
も
、
生
ま
れ
た
と
き
か
ら
妻
や
、
母
と
呼
ば
れ
る
人
も
い
な
い
。
歳
月
を
重
ね

た
後
に
、「
子
を
も
っ
て
知
る
親
の
恩
」「
這
え
ば
立
て
、
立
て
ば
歩
め
の
親
心
」

「
寝
て
い
て
も
団う

ち
わ扇

の
動
く
親
心
」「
よ
く
寝
れ
ば
寝
る
と
て
の
ぞ
く
枕
か
や
」
な

ど
と
い
う
教
訓
や
川
柳
、
戯
れ
歌
を
思
い
出
す
ま
で
も
な
く
、
佐
藤
正
子
さ
ん
も

ま
た
、
自
ら
が
親
に
し
て
「
親
」
を
恋
し
が
る
こ
と
子
に
如
か
ず
、
で
あ
る
。
真

に
「
親
思
う
心
に
ま
さ
る
親
心
今
日
の
お
と
づ
れ
何
と
聞
く
ら
む
」（
吉
田
松
蔭
）

で
は
な
い
が
、「
子
を
見
る
こ
と
親
に
如
か
ず
」
と
、
思
わ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
。

次
の
よ
う
な
一
首
は
「
母
」
を
恋
ゆ
る
絶
唱
で
あ
る
。

　

　
　

風
呂
敷
に
紐
足
し
て
結
ひ
筍
を
負
ひ
来
し
母
の
姿
忘
れ
じ

　
　

　「
母
」
は
、
遠
い
他
郷
に
嫁
い
だ
吾
が
娘こ

を
、
心
配
な
あ
ま
り
に
訪
ね
て
来
た

の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
時
の
土
産
に
と
、
自
家
の
裏
山
あ
た
り
の
竹
藪
の
な
か
か
ら

か
、
出
か
け
る
前
に
掘
り
出
し
た
の
で
も
あ
ろ
う
か
、
不
揃
い
と
は
言
え
旬
を
得

た
「
筍
」
を
数
本
、
風
呂
敷
に
包
ん
だ
の
で
あ
ろ
う
が
、
大
き
い
の
も
あ
れ
ば
長

い
の
も
あ
っ
て
包
み
き
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
あ
る
い
は
背
負
う
た
め
に
、

明
ら
か
に
そ
れ

0

0

と
分
か
る
「
紐
足
し
て
」
包
み
、
結
わ
え
、
背
な
か
に
「
負
ひ
」、

遠
路
を
徒
歩
で
あ
ろ
う
か
、
は
る
ば
る
訪
ね
て
来
ら
れ
た
「
母
の
姿
」
を
見
た
瞬

間
、
そ
れ
ま
で
の
緊
張
感
や
心
細
さ
が
一
気
に
緩
み
、
切
な
さ
の
た
め
に
感
泣
し

た
こ
と
で
あ
ろ
う
。

　
吾
が
娘こ

と
の
久
し
ぶ
り
の
再
会
は
、「
母
」
も
ま
た
愛
し
さ
を
忘
れ
な
か
っ
た

で
あ
ろ
う
。
親は

は

と
娘こ

│
│
│

　
二
人
は
、
や
は
り
娘
と
し
て
、
妻
と
し
て
、
母
と

し
て
、
同
じ
道
を
歩
い
て
い
る
、
と
い
う
共
感
も
伏
流
水
の
よ
う
に
あ
っ
た
で
あ

ろ
う
。
遙
か
な
古
代
だ
と
い
う
大
和
や
奈
良
時
代
の
親
も
、「
瓜
食は

め
ば
子こ

ど
も等

思
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ほ
ゆ

　
栗
食
め
ば
ま
し
て
思し

ぬ

ば
ゆ

　
い
づ
く
よ
り
来
た
り
し
も
の
ぞ
眼ま

な
か交

ひ
に

　

も
と
な
懸
か
り
て
安や

す
い眠

し
寝な

さ
ぬ
」
と
か
、「
銀

し
ろ
が
ねも

金
く
が
ね

も
玉
も
何
せ
む
に

　
勝ま

さ

れ

る
宝

　
子し

に
及し

か
め
や
も
」（
い
ず
れ
も
山
上
憶
良
。『
万
葉
集
』巻
五
・
八
〇
二
、八

〇
三
）
と
い
う
「
和
歌
」
を
思
い
出
し
な
が
ら
、
い
つ
の
日
か
ら
、
誰
が
言
い
始

め
た
の
か
、「
子
は
三
界
の
首く

び
か
せ枷

」「
子
に
迷
う
親
心
」「
子
の
命
は
親
の
命
」「
子

に
過
ぎ
た
る
宝
な
し
」「
子
を
も
て
ば
七
十
五
度
泣
く
」「
親
の
心
子
知
ら
ず
」
な

ど
と
、
親
子
の
宿
命
に
関
わ
る
霊
妙
な
教
訓
や
箴
言
を
語
り
継
い
で
き
た
人
々
の

思
い
に
思
い
を
重
ね
、
新
た
な
思
い
に
目
頭
を
熱
く
し
た
次
第
で
あ
る
。

　
　
　
　
　（
五
）　「
御
蔭
様
」
の
精
神
│
│
│

　 

結
び
に
代
え
て

　
母
と
娘こ

の
再
会
は
、
吾
妻
の
山
里
に
無
常
の
時
は
流
れ
て
も
、
確
か
な
記
憶
の

な
か
に
刻
ま
れ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
の
日
、
佐
藤
正
子
さ
ん
の
「
母
」
は
、「
子

に
引
か
れ
る
は
親
の
因
果
」「
子
に
引
か
さ
れ
る
後
ろ
髪
」
な
ど
と
い
う
諺
に
も

あ
る
通
り
、
未
練
を
残
し
な
が
ら
も
辞
去
し
、
再
び
遠
い
家
路
を
辿
っ
て
行
っ
た

こ
と
で
あ
ろ
う
。
母
と
の
別
れ
│
│
│

　
そ
れ
は
娘こ

と
の
別
れ
で
も
あ
る
。
別
れ

の
悲
し
み
は
自
愛
の
目
覚
め
で
あ
り
、
相
手
へ
の
慈
し
み
で
も
あ
る
。
涙
は
決
し

て
悲
し
み
の
た
め
だ
け
に
流
れ
る
の
で
は
な
い
。
新
た
な
決
意
や
奮
起
を
も
促
す

の
で
あ
る
。
佐
藤
正
子
さ
ん
は
「
母
」
と
の
別
れ
の
悲
し
み
を
通
し
て
、
人
生
の

機
微
や
神
秘
、
愛
憎
、
無
常
な
ど
を
知
り
、
果
た
し
て
「
和う

た歌
」
詠
み
と
し
て
の

心
や
教
養
を
深
め
、「
和
歌
」
の
道
を
極
め
て
来
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
道
は

「
農
婦
わ
れ
」
と
共
に
あ
り
、「
和
歌
」
は
共
生
の
所
産
で
あ
る
。
だ
か
ら
一
二
八

〇
余
首
に
も
及
ぶ
『
歌
集

　
詠
は
め
や

　
草
屋
住
ま
ひ
』
は
、「
嫁
と
し
姑
と
し

て
、
ま
た
、
妻
や
母
や
女
と
し
て
の
半
世
紀
余
に
及
ぶ
哀
歓
を
、
短
歌
に
こ
と
寄

せ
て
活
字
に
残
し
た
い
！

　
平
凡
で
は
あ
る
が
、
家
事
と
農
業
一
筋
に
生
き
て
来

た
忍
耐
の
心
を
、子
ど
も
や
孫
に
語
り
継
ぎ
た
い
！

　
そ
ん
な
衝
動
に
駆
ら
れ
て
」

の
告
白
で
あ
り
、
実
現
で
あ
る
。
だ
か
ら
、『
歌
集
』
に
は
人
生
の
哀
歓
を
生
み

出
す
人
間
関
係
や
、
人
情
の
機
微
に
加
え
、
農
林
業
と
い
う
暮
ら
し
の
歴
史
や
時

世
、
実
態
な
ど
が
反
映
さ
れ
て
い
る
。
自
ら
が
「
農
婦
わ
れ
」
と
し
て
生
業
に
勤

し
み
、「
求
道
」
に
徹
し
て
来
た
真
摯
で
、
ひ
た
む
き
な
姿
勢
か
ら
創
出
さ
れ
た
、

絶
唱
の
数
々
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。
読
む
人
と
の
共
感
は
も
と
よ
り
、
感
動
を
共

有
す
る
に
至
り
、
共
に
歩
む
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
「
相そ

う
ふ逢

」
の
と
き
を
得
ら
れ

る
に
違
い
な
い
。
そ
れ
は
「
精
霊
」
が
宿
る
と
い
う
言
葉
を
生
か
し
て
い
る
和う

た歌

の
力
で
あ
り
、
和う

た歌
を
紡
い
で
五
十
年
│
│
│

　
に
も
な
る
、
佐
藤
正
子
さ
ん
の

人
間
性
や
教
養
の
必
然
で
あ
り
、
結
実
で
あ
る
。
そ
れ
は
ま
た
、
佐
藤
正
子
さ
ん

の
人
徳
を
証
左
す
る
も
の
で
あ
り
、
純
情
な
利
他
愛
を
注
ぎ
込
む
よ
う
な
、
素
朴

な
「
御
蔭
様
」
精
神
の
結
晶
で
あ
る
。
天
と
地
を
「
詠
は
め
や
」
と
和う

た歌
を
紡
ぎ

続
け
て
五
十
年
、
真
の
求
道
者
に
終
わ
り
は
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　（

ち
ば

　
み
つ
ぎ
・
高
崎
経
済
大
学
地
域
政
策
学
部
教
授
）

〈
注
〉

（
１
）
唐
木
順
三
『
詩
と
死
』（
文
藝
春
秋
社
）
一
九
九
頁
。

（
２
）
中
西
進
『
神
々
と
人
間
』（
講
談
社
現
代
新
書
）
四
八
頁
な
ど
を
参
照
。

（
３
）
新
村
出
編
『
広
辞
苑

　
第
四
版
』（
岩
波
書
店
）
一
〇
九
五
頁
。

（
４
）「
可あ

た
ら惜

」
は
、「
勿
体
な
い
」「
残
念
だ
」
な
ど
と
い
う
意
味
で
、『
万
葉
集
』
巻
の
第
九
、一
六
九
三

（
よ
み
人
し
ら
ず
）　
や
、
西
行
の
『
山
家
集
』
で
も
用
い
ら
れ
て
お
り
、『
方
丈
記
』
の
作
者
・

鴨
長
明
も
、「
い
か
が
要
な
き
楽
し
み
を
述
べ
て
、
あ
た
ら
時
を
過
ご
さ
む
」
と
、
終
章
に
書
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き
添
え
て
い
る
。「
可
惜
」
の
語
源
に
関
す
る
説
明
や
、「
あ
た
ら
才
能
な
の
に
な
あ
」「
可
惜

も
ん
だ
な
あ
」
な
ど
と
、
名
詞
を
修
飾
す
る
副
詞
的
な
用
法
を
含
め
た
詳
細
に
つ
い
て
は
、
小

著
『「
可
惜
」
命
の
文
学
』（
双
文
社
出
版
、
一
九
九
一
年
十
二
月
五
日
刊
）
な
ど
を
参
照
し
て

戴
け
れ
ば
有
り
難
い
。

（
５
）
注
３
に
同
じ
。
一
九
七
四
頁
。

（
６
）「
結
論
」
の
終
わ
り
に
、「
畢
竟
こ
こ
に
は
宮
澤
賢
治
一
九
二
六
年
の
そ
の
考

か
ん
が
へが

あ
る
の
み
で
あ

る
」
と
記
し
た
、「
農
民
芸
術
概
論
綱
要
」
の
な
か
の
「
序
論
」
や
「
結
論
」
か
ら
引
用
し
た
。

（
７
）
本
居
宣
長
（
村
岡
典
嗣
校
訂
）『
う
ひ
山
ふ
み
鈴
屋
答
問
録
』（
岩
波
文
庫
）
二
五
頁
。

（
８
）
前
田
英
樹
『
独
学
の
精
神
』（
ち
く
ま
新
書
）
一
四
二
頁
。

（
９
）
注
８
に
同
じ
。
一
四
三
頁
。

（
10
）「
読
売
新
聞
」
が
「
読
書
し
て
い
ま
す
か
」
と
い
う
シ
リ
ー
ズ
の
一
回
目
と
三
回
目
に
、「
文
章

書
け
な
い
学
生
」「
キ
レ
や
す
い
『
ゲ
ー
ム
脳
』」
と
い
う
見
出
し
を
掲
げ
、
事
例
の
紹
介
に
と

ど
ま
ら
ず
、
詳
細
な
分
析
を
加
え
て
報
じ
て
い
た
。
同
紙
の
平
成
十
四
（
二
〇
〇
二
）
年
十
月

十
一
日
（
金
曜
日
）、
同
十
三
日
（
日
曜
日
）。
い
ず
れ
も
朝
刊
。

（
11
）
佐
藤
正
子
『
歌
集

　
詠
は
め
や

　
草
屋
住
ま
ひ
』（
上
毛
新
聞
社
）
の
な
か
の
「
あ
と
が
き
」

よ
り
引
用
。
二
七
一
〜
二
七
二
頁
。

（
12
）
注
11
に
同
じ
。
二
七
二
頁
。

附
記

　
今
回
、
こ
の
小
考
を
も
の
す
る
に
あ
た
り
、
佐
藤
正
子
さ
ん
に
関
す
る
「
和う

た歌
」
以
外
の
詳

細
に
つ
い
て
は
、
佐
藤
正
子
さ
ん
自
筆
の
私
製
「
佐
藤
正
子
〈
年
譜
〉
覚
え
書
」
よ
り
引
用
し

た
。
そ
こ
で
佐
藤
正
子
さ
ん
の
実
績
を
証
左
す
る
受
賞
歴
や
、
活
動
の
一
端
を
紹
介
し
た
い
（
順

不
同
）。

　
　
　

短
歌
同
人
誌
（
全
国
版
）『
黄
金
花
』
に
よ
る
「
全
国
黄
金
花
」
短
歌
賞
、
群
馬
県
歌
人
ク
ラ

ブ
会
長
賞
、
群
馬
県
文
学
賞
（
短
歌
部
門
）、
日
本
歌
人
ク
ラ
ブ
選
者
賞
・
秀
作
賞
、
Ｎ
Ｈ
Ｋ
全

国
短
歌
大
会
・
特
選
賞
、
上
毛
文
学
賞
（
短
歌
部
門
、
佳
作
）、
村
上
鬼
城
賞
（
佳
作
、
５
回
）、

群
馬
県
現
代
俳
句
大
賞
、
群
馬
県
俳
句
協
会
知
事
賞
、
現
代
俳
句
全
国
大
会
準
優
勝
、
そ
し
て

ま
た「
Ｎ
Ｈ
Ｋ
歌
壇
」に
て
入
選
歌
の
全
国
放
映
40
回
を
数
え
る
、な
ど
に
加
え
、各
種
の
短
歌
会
、

句
会
、
吟
行
会
な
ど
に
お
い
て
も
入
賞
、
入
選
、
表
彰
の
栄
誉
に
輝
き
、
多
数
に
及
ん
で
い
る
。

い
ず
れ
も
永
年
の
精
進
や
研
鑽
の
成
果
で
あ
り
、体
得
さ
れ
た
教
養
の
具
現
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、

「
継
続
は
力
な
り
」「
雨
だ
れ
石
を
穿
つ
」
の
通
り
で
、
地
道
な
創
作
歴
や
、「
和う

た歌
」
の
道
を
ひ

た
む
き
に
歩
ん
で
来
ら
れ
た
真
摯
な
姿
勢
の
評
価
で
も
あ
ろ
う
。

　
　
　

ま
た
、「
二
〇
〇
六
年
度

　
表
現
学
会

　
全
国
大
会
」（
平
成
十
八
年
六
月
三
日
、
四
日
。
於
・

高
崎
経
済
大
学
）
で
は
、
第
一
日
目
の
午
後
、「
息
づ
い
て
い
る
草
屋
暮
ら
し
の
言
葉
」
と
題
し

て
記
念
講
演
を
行
っ
た
。
創
作
の
礎
で
あ
り
現
場
で
あ
る
、
言
葉
を
育
む
暮
ら
し
ぶ
り
や
不
断

の
心
が
け
な
ど
に
つ
い
て
、
写
真
や
民
具
を
用
い
な
が
ら
熱
心
に
紹
介
さ
れ
た
。
ま
た
し
て
も

「
性
、
相
近
し
。
習
、
相
遠
し
」（
生
ま
れ
な
が
ら
の
素
質
に
は
、
そ
れ
ほ
ど
の
違
い
や
差
が
あ

る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
の
後
の
学
習
や
習
慣
に
よ
っ
て
大
き
な
違
い
や
差
が
つ
く
も
の
で
あ
る
。

『
論
語
』
の
「
陽
貨
篇
」）
や
、「
習
い
性
と
成
る
」（『
書
経
』）
と
い
う
教
え
と
共
に
、「
艱
難
、

汝
を
玉
に
す
」
と
い
う
言
葉
を
思
い
出
す
。
だ
か
ら
、
こ
う
し
て
人
や
古
典
に
学
ぶ
こ
と
が
多

い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（

平
成
二
十
一
年
五
月
八
日

　
謹
識
）
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