
佐
藤
佐
太
郎
の
蘇
執
の
嶺
海
詩
へ
の
欣
慕

歌
人
の
老
境
を
支
え
た
中
国
詩
人
の
言
葉

加

藤
　
　
國
　
　
安

　
　
（
漢
文
学
研
究
室
）

は
　
じ
　
め
　
に

　
私
は
、
先
に
「
歌
人
・
佐
藤
佐
太
郎
の
蘇
戟
賛
歌
」
と
題
す
る
文
章
を
報
告
し

　
　
　
　た

。
そ
こ
で
は
、
歌
人
・
佐
太
郎
が
東
披
を
読
む
よ
う
に
な
っ
た
経
緯
や
、
そ
の
受

容
の
展
開
ぶ
り
を
概
略
的
に
示
し
た
上
で
、
佐
太
郎
の
東
披
理
解
の
実
態
を
具
体
的

に
探
り
、
そ
の
特
色
を
幾
つ
か
取
り
上
げ
た
。
す
な
わ
ち
、
厳
密
な
学
術
的
理
解
に

汲
々
と
す
る
よ
り
も
、
自
ら
の
関
心
に
よ
っ
て
味
わ
う
読
書
法
で
あ
る
こ
と
。
ま
た

蘇
載
の
詩
文
を
も
と
に
気
ま
ま
な
随
筆
や
短
歌
に
し
た
た
め
る
こ
と
で
、
寂
し
い
老

境
の
中
で
も
生
き
る
喜
び
を
造
り
出
そ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
、
さ
ら
に
は
現

代
歌
人
の
中
で
佐
太
郎
ほ
ど
漢
詩
（
蘇
転
）
を
愛
読
し
、
自
己
の
文
学
活
動
に
漢
詩

を
取
り
込
ん
だ
人
も
い
な
い
こ
と
な
ど
が
、
そ
の
特
色
と
し
て
指
摘
で
き
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
れ
い
か
い
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
い
な
ん

　
た
だ
、
佐
太
郎
が
老
境
の
中
で
深
く
傾
倒
し
た
蘇
賦
の
嶺
海
難
（
恵
州
・
海
南
期

を
総
称
し
て
い
う
）
の
作
品
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
紙
数
の
関
係
で
言
及
す
る
こ

と
が
で
き
な
か
っ
た
。
小
論
で
は
、
こ
の
問
題
を
中
心
に
論
じ
よ
う
と
思
う
。
こ
の

蘇
東
披
の
嶺
海
期
の
作
品
が
ど
ん
な
思
想
を
も
ち
、
ま
た
ど
ん
な
境
地
を
描
い
た
も

の
な
の
か
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
日
本
の
学
者
の
論
は
紹
介
の
域
を
出
ず
、
卑
見
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

か
ぎ
り
で
は
専
論
は
ま
だ
な
い
。
中
国
で
も
、
近
年
、
よ
う
や
く
論
文
が
報
告
さ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヨ
　

る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
段
階
で
あ
る
。
し
か
し
、
佐
太
郎
の
場
合
は
、
今
か
ら
二
十

余
年
も
前
に
そ
れ
に
関
す
る
文
章
を
書
い
て
い
る
と
い
う
の
み
な
ら
ず
、
歌
壇
界
の

重
要
な
一
人
物
の
文
章
と
い
う
こ
と
も
、
お
お
い
に
興
味
を
引
か
れ
る
所
で
あ
る
。

蘇
賦
の
恵
州
詩
へ
の
傾
倒

　
老
歌
人
・
佐
藤
佐
太
郎
が
深
く
愛
読
し
た
蘇
執
の
文
学
と
は
、
彼
の
人
生
の
う
ち

の
こ
と
に
晩
年
の
作
品
だ
っ
た
。
こ
の
背
景
に
は
、
佐
太
郎
自
身
の
強
い
老
い
の
自

覚
が
あ
っ
た
。
昭
和
四
一
年
歳
暮
（
五
七
歳
）
、
鼻
か
ら
の
出
血
で
入
院
し
て
以
来
、

佐
太
郎
は
急
激
な
健
康
の
衰
え
を
感
ず
る
よ
う
に
な
り
、
死
を
も
意
識
す
る
ほ
ど
だ

っ
た
。
こ
れ
を
機
に
、
そ
の
後
の
彼
の
短
歌
に
は
、
し
ぼ
し
ば
老
病
や
死
を
詠
じ
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

も
の
が
出
て
く
る
に
至
る
。

暁
の
部
屋
に
い
り
来
し
わ
が
妻
の
血
の
香
を
言
ふ
は
悼
む
に
似
た
り

1

愛
媛
大
学
教
育
学
部
紀
要
　
人
文
・
社
会
科
学
　
第
三
十
一
巻
　
第
一
号
　
一
～
一
二
　
一
九
九
八



加
　
　
藤
　
　
國
　
　
安

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
『
形
影
』
　
昭
4
1
）

六
尺
の
躰
に
よ
こ
た
へ
て
悔
を
積
む
た
め
の
一
生
の
ご
と
く
に
思
ふ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
『
開
冬
』
　
昭
4
5
）

　
　
　
　
　
こ
う
べ

悔
多
き
わ
れ
の
頂
を
撫
つ
る
も
の
あ
り
と
お
も
ひ
て
夜
半
に
さ
め
る
き

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
『
同
』
　
昭
4
8
）

　
最
後
の
歌
に
つ
い
て
、
佐
太
郎
は
「
歌
が
出
来
た
と
き
私
は
涙
を
な
が
し
た
。
や

は
り
体
も
心
も
弱
っ
て
い
た
の
だ
ろ
う
」
（
『
及
辰
園
往
来
』
「
辛
夷
の
苔
」
）
と
記
し

て
い
る
。
昭
和
五
〇
年
（
六
六
歳
）
四
月
、
今
度
は
脳
血
栓
で
入
院
し
た
。
そ
の
時

の
歌
に
は
、
次
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
。

衰
へ
し
わ
が
聞
く
ゆ
ゑ
に
寂
し
き
か
葦
の
林
に
か
よ
ふ
川
音

も
て
あ
そ
び
難
き
余
齢
と
お
も
は
ん
か
鹿
島
港
の
あ
た
り
寂
し
く
帰
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
『
天
眼
』
　
昭
5
0
）

　
脳
血
栓
に
よ
り
、
佐
太
郎
は
「
言
語
も
足
も
や
や
不
自
由
」
（
『
天
眼
』
後
記
）
と

な
っ
て
い
る
。
佐
太
郎
が
霜
害
を
中
心
と
す
る
漢
詩
を
愛
読
し
、
そ
の
随
筆
『
及
辰

園
往
来
－
蘇
東
披
雑
感
1
』
（
求
龍
堂
　
昭
5
1
年
4
月
）
を
書
い
た
の
は
、
ま
さ
に

こ
の
老
病
と
切
実
に
向
か
い
合
い
つ
つ
、
そ
れ
か
ら
の
慰
籍
を
懸
命
に
希
求
し
て
い

た
時
期
だ
っ
た
。
こ
の
随
筆
は
、
昭
和
四
七
年
三
月
半
ら
五
〇
年
七
月
ま
で
、
『
歩

道
』
に
連
載
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

　
一
方
、
蘇
東
披
は
、
紹
聖
元
（
一
〇
九
四
）
年
、
五
九
歳
の
時
に
恵
州
（
広
東
省
）

に
左
遷
さ
れ
、
同
四
年
に
は
さ
ら
に
遠
く
の
海
南
島
に
左
遷
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
三

州
以
後
の
嶺
海
期
の
諸
作
品
は
、
深
い
挫
折
感
と
の
葛
藤
を
経
て
、
大
き
な
諦
観
が

現
れ
て
く
る
の
が
特
色
だ
が
、
佐
太
郎
は
こ
の
時
期
の
蘇
載
の
こ
と
ぽ
に
格
別
の
境

地
を
発
見
す
る
の
で
あ
る
。
そ
の
具
体
的
な
内
容
に
つ
い
て
は
、
ま
だ
詳
し
い
報
告

が
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
こ
で
、
今
、
佐
太
郎
の
随
筆
『
及
辰
園
往
来
』
に
沿

っ
て
考
察
し
て
ゆ
こ
う
と
思
う
。

　
ま
ず
「
蘇
東
披
の
こ
と
（
一
）
」
だ
が
、
こ
こ
で
は
恵
州
左
遷
後
の
蘇
転
の
「
白

鶴
山
の
新
居
、
井
を
馨
つ
こ
と
四
十
尺
に
し
て
、
磐
石
に
遇
う
。
石
尽
き
て
乃
ち
泉

を
得
た
り
」
（
『
画
図
詩
集
』
巻
4
0
　
孔
凡
礼
点
校
　
中
華
書
局
　
8
2
）
と
い
う
長
編

の
詩
（
五
言
二
十
四
句
）
を
掲
げ
、
そ
の
詩
的
妙
趣
に
つ
い
て
語
る
。
今
は
、
そ
の

中
の
最
も
重
要
な
部
分
の
み
を
引
こ
う
。

2
1苣
ｶ
類
如
此

　
何
適
不
難
難

　
一
勺
亦
天
賜

2
4ﾈ
肱
有
余
歓

　
　
　
お
お
む

我
が
生
　
類
ね
此
の
如
し

　
　
ゆ

何
ぞ
適
く
と
し
て
　
難
難
な
ら
ざ
ら
ん

一
勺
　
亦
た
天
賜

肱
を
曲
げ
て
　
余
歓
有
り

　
ま
ず
、
こ
の
詩
の
全
体
の
要
旨
か
ら
述
べ
る
な
ら
ぽ
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
1

「
海
の
国
」
恵
州
は
ひ
ど
く
蒸
し
暑
い
地
な
の
で
、
高
台
の
涼
し
い
と
こ
ろ
に
「
新

居
」
を
構
え
た
。
し
か
し
、
水
を
運
ぶ
の
に
難
儀
し
、
四
人
目
人
夫
を
雇
い
地
下
水

を
掘
ら
せ
る
こ
と
に
し
た
。
数
丈
ほ
ど
掘
り
下
げ
た
所
で
岩
盤
に
ぶ
つ
か
り
、
以
後
、

仕
事
が
進
ま
な
く
な
っ
た
。
が
、
蘇
輯
は
行
き
詰
ま
っ
て
も
諦
め
ず
、
人
夫
ら
に
酒

食
を
た
く
さ
ん
ふ
る
ま
い
、
さ
ら
に
精
を
出
す
よ
う
に
要
求
し
た
。
や
が
て
岩
を
突

き
抜
け
、
そ
し
て
待
望
の
水
が
出
て
き
た
の
で
あ
る
。
一
こ
れ
を
見
て
の
舶
載
の
感

慨
が
、
右
の
詩
（
第
2
1
句
～
2
4
句
）
で
あ
る
。
今
、
そ
の
意
味
を
掲
げ
る
な
ら
ば
、

2
ー

純
V
の
人
生
っ
て
　
だ
い
た
い
は
こ
ん
な
も
の

　
ど
こ
へ
い
っ
て
も
　
苦
難
が
つ
い
て
く
る

　
け
れ
ど
　
不
思
議
な
も
の
で

　
ど
う
に
か
得
ら
れ
た
　
一
す
く
い
の
水
が

2



　
こ
れ
は
　
ま
さ
に
天
の
恵
み

2
4I
枕
し
な
が
ら
　
浸
る
の
さ

　
汲
め
ど
も
尽
き
ぬ
　
こ
の
喜
び
に

　
一
読
し
て
、
早
旦
の
挫
折
感
及
び
そ
れ
と
同
居
す
る
静
か
な
喜
び
の
情
と
が
読
み

取
れ
る
。
が
、
さ
ら
に
よ
く
読
む
と
、
挫
折
感
に
負
け
ず
に
前
向
き
に
生
き
て
い
く

漁
戸
の
心
の
あ
り
よ
う
が
見
え
て
く
る
。
そ
う
し
た
蘇
輯
の
詩
を
踏
ま
え
て
の
佐
太

郎
の
言
は
、
次
の
よ
う
で
あ
る
。

達
観
し
て
う
ら
む
色
の
な
い
の
は
い
か
に
も
東
披
ら
し
い
。
泉
を
得
て
喜
ぶ
詩

で
、
「
何
ぞ
適
く
と
し
て
　
難
難
な
ら
ざ
ら
ん
」
と
い
っ
て
、
つ
づ
け
て
二

勺
亦
た
天
賜
」
と
い
う
の
が
、
東
披
に
お
け
る
人
生
で
あ
っ
た
。
ど
ん
な
逆
境

に
あ
っ
て
も
天
を
う
ら
ま
ず
、
人
を
う
ら
ま
ず
、
悠
々
と
し
て
日
を
送
ろ
う
と

し
た
ら
し
い
。

ま
た
、
後
年
、
恵
州
を
訪
ね
た
時
に
、
こ
の
詩
を
踏
ま
え
て
作
っ
た
の
が
、

蘇
東
披
の
掘
り
た
る
井
戸
は
八
百
年
い
ま
学
校
の
屋
内
に
あ
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
『
天
眼
』

昭
5
5
）

な
ま
な
ま
し
い
世
間
に
生
き
て
い
る
と
そ
う
い
う
感
情
（
1
こ
の
前
に
、
「
人

を
う
ら
み
、
ね
た
み
、
そ
ね
む
と
い
う
気
持
」
と
あ
る
1
筆
者
）
は
ま
っ
た
く

去
来
し
な
い
と
い
う
わ
け
に
は
ゆ
か
な
い
。
私
の
内
部
に
も
煮
え
た
ぎ
る
地
獄

が
あ
る
。
そ
れ
を
し
ず
め
る
も
の
は
宗
教
だ
が
、
宗
教
は
実
践
が
な
け
れ
ぽ
な

ら
な
い
。
私
に
は
素
直
に
実
践
に
入
っ
て
ゆ
け
な
い
と
こ
ろ
が
あ
る
。
私
は
い

っ
か
ら
か
蘇
東
披
を
ま
ね
て
生
活
を
統
一
す
る
心
術
を
得
た
い
と
思
う
よ
う
に

な
っ
た
。
私
は
東
野
の
力
を
か
り
て
辛
う
じ
て
平
安
の
日
々
を
保
っ
て
い
る
よ

う
な
も
の
だ
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
『
及
辰
園
往
来
』
「
変
を
弄
ぶ
」
）

と
。
現
代
の
我
々
に
と
っ
て
、
「
う
ら
む
色
の
な
い
」
悠
々
た
る
日
々
な
ど
と
い
う

も
の
は
、
ま
す
ま
す
幻
想
で
し
か
な
く
な
っ
て
い
る
。
現
代
人
と
は
、
複
雑
な
制
度

や
画
一
的
価
値
観
の
も
と
で
、
悲
し
い
か
な
、
社
会
を
う
ら
み
、
他
人
を
う
ら
み
、

自
己
の
運
命
を
う
ら
み
と
、
い
た
る
と
こ
ろ
で
不
平
の
渦
に
呑
ま
れ
て
い
る
悲
し
き

存
在
者
で
あ
る
。
そ
ん
な
薄
っ
ぺ
ら
な
人
生
行
路
し
か
歩
め
ぬ
現
代
人
に
と
っ
て
、

佐
太
郎
の
貴
重
な
先
例
は
、
我
々
の
共
通
の
課
題
に
対
す
る
希
望
の
日
差
し
の
よ
う

に
映
る
。

　
佐
太
郎
は
ま
た
、
右
の
詩
の
「
我
が
生
　
類
ね
此
の
如
し
／
何
ぞ
重
く
と
し
て

難
難
な
ら
ざ
ら
ん
」
の
句
を
、
「
実
に
い
い
」
と
評
し
た
上
で
、

3

で
あ
る
。
本
詩
に
佐
太
郎
が
深
く
引
か
れ
た
こ
と
が
分
か
る
が
、
彼
が
ま
ず
も
っ
て

注
目
し
た
の
は
、
人
生
の
翌
翌
を
受
け
容
れ
て
、
「
う
ら
む
色
の
な
い
」
蘇
載
の
そ

の
姿
勢
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
結
果
と
し
て
、
蘇
載
が
「
悠
々
と
し
て
日
を
送
る
」

こ
と
が
で
き
た
こ
と
に
賛
嘆
す
る
の
で
あ
る
。

　
佐
太
郎
は
、
ま
た
こ
う
い
う
、

こ
の
よ
う
に
、
す
べ
す
べ
と
し
て
流
麗
だ
と
い
う
の
で
な
く
、
重
い
感
慨
が
突

如
と
し
て
現
わ
れ
る
の
が
蘇
東
披
の
本
領
で
あ
る
。
平
凡
な
詩
人
の
く
わ
だ
て

及
ば
な
い
境
地
だ
ろ
う
。

と
述
べ
る
。
そ
し
て
、
一
般
の
人
が
「
蘇
東
披
に
は
議
論
が
多
い
と
い
う
が
、
議
論

で
も
こ
の
よ
う
に
人
生
を
見
す
え
た
感
慨
と
し
て
出
て
い
る
場
合
が
多
い
の
で
私
に

佐
藤
佐
太
郎
の
蘇
載
の
嶺
海
詩
へ
の
欣
慕



加
　
　
藤
　
　
國
　
　
安

は
苦
に
な
ら
な
い
」
と
、
井
戸
堀
の
よ
う
な
作
業
か
ら
さ
え
、
ふ
と
「
人
生
を
見
す

え
た
重
い
感
慨
」
の
哲
学
的
こ
と
ぽ
を
生
む
こ
と
に
、
詩
人
と
し
て
の
非
凡
な
資
質

を
看
取
し
、
そ
の
文
学
に
大
き
な
喜
び
を
発
見
す
る
の
で
あ
る
。
か
く
て
、
「
内
部

に
…
煮
え
た
ぎ
る
地
獄
」
を
抱
え
る
佐
太
郎
だ
が
、
「
東
披
の
力
を
か
り
て
辛
う
じ

て
平
安
の
日
々
を
保
つ
」
の
で
あ
る
。
彼
は
い
う
、

…
こ
ん
な
失
敗
は
私
に
は
い
く
ら
で
も
あ
る
。
し
か
し
老
境
だ
か
ら
そ
れ
も
い

た
し
か
た
が
な
い
。
人
を
う
ら
ま
ず
、
自
分
を
う
と
ま
ず
、
悠
々
と
日
を
送
る

こ
と
に
し
よ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
『
及
辰
園
往
来
』
「
今
日
騰
々
」
）

　
「
議
論
」
、
す
な
わ
ち
批
評
眼
を
も
っ
た
見
解
を
多
く
述
べ
る
の
は
、
宋
詩
の
基

本
的
な
特
徴
だ
が
、
蘇
転
の
場
合
は
、
そ
れ
が
皮
相
的
な
こ
と
ば
に
上
滑
り
せ
ず
、

「
人
生
を
見
す
え
た
重
い
感
慨
」
と
し
て
表
さ
れ
て
い
る
た
め
に
、
浅
薄
な
理
屈
っ

ぽ
さ
か
ら
免
れ
て
い
る
。
蘇
賦
の
詩
は
、
い
わ
ぽ
思
考
力
を
も
っ
た
好
情
の
造
型
と

な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
詩
歌
に
つ
い
て
、
佐
太
郎
が
ま
だ
蘇
賦
と
本

格
的
に
出
会
う
以
前
の
、
初
期
の
歌
論
に
は
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
る
。

本
来
の
詩
は
知
性
を
も
批
評
を
も
既
に
意
図
し
て
、
そ
れ
を
越
え
て
い
る
。
亦

そ
れ
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
力
が
深
く
働
け
ば
詩
は
お
の
ず
か
ら
思
想
的
に
な
る

の
で
、
肉
体
化
し
た
思
想
と
い
う
も
の
は
こ
の
直
観
の
中
に
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
『
純
粋
短
歌
』
昭
2
7
）

　
こ
の
歌
論
の
中
に
、
後
年
、
佐
太
郎
が
幽
門
に
出
会
う
下
地
が
す
で
に
あ
っ
た
こ

と
が
う
か
が
え
る
。
そ
う
し
た
蘇
拭
の
議
論
の
あ
る
「
重
い
感
慨
」
の
、
も
っ
と
詳

し
い
内
容
を
把
握
で
き
れ
ぽ
、
我
々
と
し
て
は
、
佐
太
郎
の
過
載
賛
歌
の
本
質
に
迫

る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。

　
ま
た
、
こ
う
い
う
佐
太
郎
の
注
視
と
い
う
の
は
、
と
か
く
現
実
の
中
か
ら
「
重
い

感
慨
」
を
遠
ざ
け
よ
う
と
す
る
現
代
人
に
と
っ
て
、
ま
る
で
正
反
対
の
道
を
行
く
よ

う
に
見
え
る
。
何
事
に
も
軽
い
こ
と
一
、
こ
れ
が
現
代
人
の
一
般
性
で
あ
り
、
同
時

に
浅
薄
さ
の
本
質
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
重
さ
を
受
け
容
れ
な
が
ら
、

少
し
で
も
前
向
き
に
歩
ん
で
行
く
こ
と
が
で
き
る
な
ら
、
そ
こ
か
ら
ま
た
新
た
な
可

能
性
が
開
け
て
く
る
は
ず
だ
。
そ
う
い
う
希
望
の
哲
学
を
も
っ
た
「
重
い
」
文
学
、

そ
れ
を
人
類
の
文
学
史
か
ら
再
発
見
し
、
人
々
に
明
示
す
る
こ
と
。
1
そ
れ
が
、
今

日
の
我
々
の
文
学
研
究
の
一
つ
の
大
き
な
課
題
と
な
っ
て
い
る
。

二
　
蘇
載
の
海
南
島
の
作
品
の
妙
趣

　
そ
れ
を
検
討
す
る
前
に
、
も
う
少
し
佐
太
郎
の
嶺
面
起
の
蘇
賦
理
解
を
押
さ
え
て

お
く
こ
と
に
す
る
。
次
は
、
「
蘇
東
披
の
こ
と
（
二
）
」
の
場
合
で
あ
る
。
こ
れ
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
ん

さ
ら
に
遠
方
の
海
南
島
の
憺
州
に
流
さ
れ
て
い
た
時
の
蘇
載
の
詩
に
つ
い
て
の
随
筆

で
あ
る
。
そ
の
中
に
掲
げ
ら
れ
る
詩
と
は
、
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

　
「
贈
姜
唐
佐
」

生
長
墨
壷
有
爵
芳

風
流
稜
下
古
座
姜

適
従
墳
管
魚
龍
窟

秀
出
羊
城
翰
墨
場

槍
海
何
曾
断
地
脈

白
虹
血
合
破
天
荒

錦
衣
他
日
千
人
戸

立
南
東
披
眼
力
長

　
「
姜
唐
佐
に
贈
る
」
（
『
蘇
賦
詩
集
』
巻
4
8
）

茅
間
に
生
長
し
て
　
異
芳
有
り

風
流
　
脚
下
の
古
道
心

血
た
ま
卿
鰍
魚
龍
の
窟
よ
り

秀
出
す
　
羊
城
　
翰
墨
の
場

槍
海
　
何
ぞ
曾
て
　
地
脈
を
断
た
ん

　
　
　
ま
さ

白
虹
　
端
に
天
荒
を
破
る
べ
し

錦
衣
　
他
日
　
千
人
看
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
す
ぐ

始
め
て
信
ぜ
ん
　
東
披
の
眼
力
の
長
れ
た
る
を
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在
野
に
　
成
長
し
た
の
に

な
か
な
か
の
逸
材
だ
ね
　
姜
さ
ん
は

そ
の
風
流
ぶ
り
は
　
ま
る
で
　
同
じ
だ
よ

　
　
　
　
　
　
　
し
ょ
く
と

い
に
し
え
の
　
斉
の
伊
都
で

隆
盛
築
い
た
　
人
々
に

彼
ら
も
　
姜
姓
　
名
乗
っ
て
た

た
ま
た
ま
　
現
州
の

水
辺
か
ら
現
れ
た
が

広
州
の
文
壇
に
　
登
場
す
る
や

傑
出
し
た
力
を
　
示
さ
れ
て

島
と
陸
と
の
間
に

横
た
わ
る
　
青
い
轟

け
れ
ど
　
地
脈
ま
で

ど
う
し
て
断
つ
こ
と
　
で
き
よ
う
そ

白
い
砲
着
て
　
受
験
し
た
日
に
は

み
ご
と
に
　
及
第
し

破
天
荒
の
誉
れ
を
　
得
ま
し
ょ
う
そ

い
つ
の
日
か

錦
を
は
お
り
　
帰
郷
す
れ
ぽ

そ
の
晴
姿
を
見
て
　
人
々
は

は
じ
め
て
　
納
得
す
る
の
さ

こ
の
東
披
の
　
す
ぐ
れ
た
眼
力
を

こ
の
詩
を
上
げ
て
、
佐
太
郎
は
こ
う
記
す
。

し
か
し
、
私
が
問
題
に
す
る
の
は
一
篇
の
詩
で
は
な
い
。
「
槍
海
何
ぞ
曾
っ
て

地
脈
を
断
た
ん
」
と
い
う
一
句
で
あ
る
。
こ
の
句
は
姜
唐
佐
を
は
げ
ま
す
言
葉

だ
が
、
ま
た
絶
海
の
孤
島
に
起
居
す
る
蘇
東
披
の
感
慨
で
も
あ
る
。
海
南
島
に

流
さ
れ
た
東
披
は
、
王
敏
仲
に
あ
た
え
た
書
簡
に
…
（
略
）
…
い
っ
て
い
る
よ

う
に
、
生
き
て
帰
ら
れ
る
と
は
思
っ
て
い
な
か
っ
た
ら
し
い
。
し
か
し
「
水
到

渠
成
」
と
い
う
心
境
は
挫
折
し
な
か
っ
た
。
青
々
と
し
た
海
に
へ
だ
て
ら
れ
て

い
る
が
、
地
脈
は
断
た
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
地
脈
は
海
底
を
通
っ
て
大
陸

と
島
と
を
つ
な
い
で
い
る
。
こ
の
感
想
の
豪
壮
さ
と
い
う
も
の
は
驚
く
べ
き
も

の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
こ
の
一
句
だ
け
で
も
蘇
東
披
と
い
う
詩
人
は
た
い
し
た

も
の
だ
と
思
う
。

　
海
南
島
と
い
え
ぽ
、
広
東
の
沖
合
の
島
で
あ
る
。
海
で
隔
て
ら
れ
、
大
陸
の
音
信

は
き
わ
め
て
入
り
に
く
い
。
ま
た
海
南
島
の
不
慣
れ
な
気
候
へ
の
危
惧
も
強
か
っ
た

ろ
う
。
も
う
生
き
て
帰
れ
ぬ
の
で
は
と
い
う
不
安
も
あ
っ
た
が
、
そ
れ
で
も
島
と
大

陸
は
地
脈
で
繋
が
っ
て
い
る
と
考
え
て
、
望
み
を
つ
な
ぎ
続
け
諦
め
な
か
っ
た
の
で

あ
る
。
つ
ま
り
佐
太
郎
は
、
ど
ん
な
に
ど
ん
底
に
あ
っ
て
も
希
望
を
捨
て
ぬ
、
蘇
転

の
前
向
き
の
心
に
強
く
引
か
れ
る
の
で
あ
る
。
彼
は
ま
た
こ
う
も
い
う
、
「
こ
ん
な

調
子
の
高
い
言
葉
は
そ
う
ざ
ら
に
あ
る
も
の
で
は
な
い
」
（
『
及
辰
園
往
来
』
「
座
右

の
書
」
）
と
。
そ
し
て
、
長
年
の
途
絶
を
越
え
て
結
ば
れ
た
日
中
国
交
回
復
の
折
の
、

日
本
側
の
発
言
に
こ
そ
ふ
さ
わ
し
か
っ
た
の
に
と
惜
し
む
。
含
蓄
に
富
む
中
国
古
典

を
現
代
的
視
点
で
巧
み
に
捉
え
る
、
佐
太
郎
の
し
な
や
か
な
感
性
が
目
を
引
く
。

5
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加
　
　
藤
　
　
國
　
　
安

三
　
蘇
輯
の
詩
の
心
を
求
め
て

　
で
は
、
佐
太
郎
に
と
っ
て
、
蘇
載
の
嶺
海
期
の
作
品
が
こ
れ
ほ
ど
大
き
な
意
味
を

も
っ
た
と
い
う
の
は
、
な
ぜ
な
の
か
。
こ
の
時
期
の
蘇
転
の
ど
ん
な
生
き
方
に
感
銘

を
覚
え
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
の
一
つ
の
理
由
を
記
し
た
も
の
が
、
「
変
を
弄
ぶ
」
と

題
す
る
一
文
で
あ
る
。
こ
の
中
で
、
佐
太
郎
は
、
次
の
よ
う
に
い
う
。

　
蘇
東
披
は
あ
る
と
き
夢
の
中
で
神
仙
道
術
を
論
じ
た
詩
を
作
っ
た
。
夢
中
の

四
句
に
覚
め
て
か
ら
四
句
を
作
り
足
し
た
詩
が
あ
る
。
そ
の
終
わ
り
の
句
は
「
不

聞
不
見
骨
壷
窮
」
と
い
う
。
私
は
そ
れ
を
座
右
の
銘
に
し
て
い
る
。
…

　
東
披
は
ほ
と
ん
ど
言
語
に
絶
す
る
対
人
関
係
の
苦
杯
を
な
め
な
が
ら
う
ら
む

と
こ
ろ
が
な
か
っ
た
。
「
不
聞
不
見
我
何
窮
」
と
い
う
態
度
で
悠
々
と
日
を
送

る
事
が
出
来
た
。
東
披
は
「
宝
絵
上
記
」
で
「
君
子
可
以
寓
意
落
物
、
而
不
可

留
意
於
物
」
（
君
子
は
以
て
意
を
物
に
寓
す
べ
し
、
汚
れ
ど
も
、
意
を
物
に
留

む
べ
か
ら
ず
）
と
も
い
っ
て
い
る
。
こ
う
い
つ
た
の
は
煕
寧
十
年
四
十
二
歳
の

時
だ
が
、
物
に
意
を
寓
し
て
、
物
に
意
を
長
く
留
め
な
い
と
い
う
態
度
は
晩
年

に
な
っ
て
い
よ
い
よ
徹
底
し
た
よ
う
に
み
え
る
。

　
こ
の
「
不
聞
達
見
我
食
前
」
と
い
う
句
は
、
も
と
は
「
十
一
月
九
日
夜
、
夢
に
人

と
神
仙
の
道
術
を
論
じ
…
」
詩
（
『
蘇
載
詩
集
』
巻
3
9
）
の
中
の
こ
と
ぽ
で
あ
る
。
「
神

仙
の
道
術
を
論
じ
」
て
作
っ
た
詩
だ
か
ら
、
道
教
的
な
内
容
を
ふ
く
ん
で
い
る
が
、

こ
の
「
不
聞
不
見
」
と
い
う
行
為
も
、
そ
う
し
た
道
術
の
一
つ
で
あ
る
。
日
本
風
に

い
え
ぽ
、
日
光
東
照
宮
の
三
猿
の
よ
う
に
、
「
見
ざ
る
、
聞
か
ざ
る
と
い
う
態
度
で

い
け
ば
、
ど
う
し
て
窮
地
に
立
た
さ
れ
る
こ
と
が
あ
ろ
う
か
」
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

し
か
し
、
余
計
な
こ
と
に
は
関
わ
ら
な
い
よ
う
に
努
め
て
も
、
ど
う
し
て
も
関
わ
ら

ざ
る
を
え
な
い
場
合
も
あ
ろ
う
。
そ
の
時
に
は
、
「
宝
絵
堂
記
」
（
『
蘇
載
文
集
』
巻

H
　
中
華
書
局
　
8
6
）
に
い
う
よ
う
に
、
そ
の
事
柄
に
〈
長
く
思
い
を
拘
泥
さ
せ
ぬ

よ
う
に
す
る
〉
こ
と
が
肝
要
だ
と
い
う
。
佐
太
郎
は
こ
う
も
い
う
、

俗
に
「
見
ざ
れ
ぽ
清
し
」
と
か
「
知
ら
ぬ
が
仏
」
と
か
い
う
の
と
同
じ
だ
が
、

全
く
同
じ
で
も
な
い
。
は
じ
め
か
ら
聞
か
ず
見
ず
に
い
る
の
は
無
知
と
い
う
も

の
で
あ
る
。
聞
こ
え
る
も
の
を
聞
き
、
見
え
る
も
の
を
見
て
、
し
か
も
そ
れ
に

こ
だ
わ
ら
な
い
の
が
「
不
聞
不
見
」
だ
ろ
う
。

　
つ
ま
り
、
我
々
は
こ
の
人
間
社
会
で
暮
ら
し
て
い
る
以
上
は
、
い
ろ
い
ろ
な
も
の

を
見
聞
き
せ
ざ
る
を
え
な
い
が
、
そ
の
上
で
、
「
聞
か
な
か
っ
た
、
見
な
か
っ
た
」

の
と
同
じ
自
由
な
精
神
を
失
わ
な
い
で
い
る
こ
と
、
そ
う
い
う
縛
ら
れ
な
い
自
由
な

心
の
あ
り
様
を
、
「
聞
か
ざ
る
、
見
ざ
る
」
と
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
か
ら

手
拭
の
悠
々
た
る
生
き
方
は
、
生
ま
れ
て
く
る
。
そ
し
て
、
佐
太
郎
の
善
事
欣
慕
の

理
由
も
、
ま
さ
に
こ
こ
に
あ
る
。

　
佐
太
郎
は
、
さ
ら
に
こ
う
も
述
べ
て
い
る
。

東
披
は
恵
州
に
来
て
か
ら
書
斎
を
「
思
事
邪
斎
」
と
命
名
し
た
。
「
思
無
邪
斎

銘
」
を
作
っ
て
、
そ
の
詞
書
で
、

　
「
亘
れ
盲
あ
る
は
皆
邪
な
り
、
思
な
け
れ
ぽ
則
ち
土
木
な
り
。
吾
、
何
ぞ
自

　
ら
道
ふ
を
得
ん
。
其
れ
惟
だ
思
あ
り
て
思
ふ
所
な
か
ら
ん
か
。
是
に
於
て
幅

　
巾
危
坐
し
、
終
日
言
は
ず
。
明
目
直
視
し
て
、
見
る
斜
な
し
。
論
難
正
念
し
、

　
覚
ゆ
る
急
な
し
。
是
に
於
て
道
ふ
を
得
た
り
。
」
（
原
文
は
白
文
を
掲
げ
る
が
、

　
略
す
1
筆
者
）

と
い
っ
て
い
る
。
こ
れ
と
同
じ
心
の
据
え
か
た
が
、
「
野
栄
不
見
」
に
も
あ
る

だ
ろ
う
。
「
明
目
直
視
而
無
所
見
」
が
そ
れ
だ
。
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そ
て
つ

　
こ
の
「
思
無
邪
斎
銘
」
（
『
蘇
賦
文
集
』
巻
1
9
）
は
、
も
と
も
と
弟
の
蘇
轍
と
の
仏

法
談
義
を
踏
ま
え
て
書
か
れ
た
も
の
だ
け
に
、
論
理
は
深
遠
で
か
な
り
掴
み
に
く
い
。

「
思
あ
る
は
皆
邪
な
り
」
「
思
あ
り
て
思
ふ
所
な
か
ら
ん
か
」
「
見
る
骨
な
し
」
「
覚

ゆ
る
所
な
し
」
な
ど
、
簡
略
化
さ
れ
た
言
い
回
し
の
中
に
含
む
意
味
は
、
き
わ
め
て

深
い
。
今
、
か
り
に
そ
の
要
旨
を
述
べ
る
な
ら
ぽ
、

胸
に
思
い
が
涌
い
て
く
る
と
、
そ
れ
は
皆
、
世
俗
の
人
間
臭
い
考
え
ぽ
か
り
だ
。

ま
た
思
い
が
涌
い
て
こ
な
い
と
、
ま
る
で
「
木
石
」
に
な
っ
た
み
た
い
だ
。
こ

れ
で
は
、
ワ
シ
は
も
の
を
言
う
こ
と
が
で
き
ぬ
。
思
い
が
涌
い
て
き
て
も
、
そ

の
中
に
何
か
思
う
所
が
な
い
よ
う
に
は
で
き
な
い
も
の
か
。
そ
こ
で
一
日
中
き

ち
っ
と
座
っ
て
、
も
の
も
言
わ
ず
に
考
え
て
み
た
。
す
る
と
、
明
ら
か
な
目
で

物
事
を
直
視
し
、
曇
っ
た
も
の
は
見
な
い
よ
う
に
な
っ
た
。
ま
た
心
を
乱
さ
ず

に
じ
っ
と
思
い
を
澄
ま
せ
て
い
く
と
、
含
む
よ
う
な
も
の
は
思
わ
な
い
よ
う
に

な
っ
た
。

と
い
う
よ
う
な
所
だ
ろ
う
。
ま
た
同
様
の
こ
と
は
、
次
の
詩
句
に
も
述
べ
ら
れ
る
。

葺
為
無
帽
章

思
我
無
所
思

し
ウ
う
　
　
　
　
　
む
じ
ゃ
さ
い

題
し
て
　
無
邪
心
と
為
し

思
う
　
我
が
思
う
所
無
き
を

（
白
鶴
の
地
に
　
移
り
住
み
）

そ
こ
に
建
て
た
　
家

無
邪
斎
と
い
う
　
名
前

何
も
思
わ
な
い
で
い
た
い

そ
う
い
う
思
い
な
の
さ

（
「ｩ
の
〈
移
居
〉
に
和
す
　
二
首
」
其
一
）

　
最
遠
の
地
へ
の
左
遷
だ
っ
た
だ
け
に
、
蘇
転
の
中
に
は
深
い
挫
折
感
や
寂
箕
が
あ

っ
た
は
ず
だ
。
し
か
し
、
禅
話
は
自
己
の
置
か
れ
た
抑
圧
的
か
つ
敵
対
的
な
状
況
の

中
で
、
自
身
を
凍
ら
せ
ず
、
暗
い
心
象
よ
り
己
を
解
放
す
る
た
め
に
は
、
内
面
的
な

苦
悩
を
文
学
的
に
処
理
す
る
高
度
な
方
法
を
見
付
け
出
さ
ね
ぽ
な
ら
な
か
っ
た
。
悲

劇
に
萎
縮
せ
ず
、
ま
た
卑
屈
に
な
ら
ず
、
む
し
ろ
そ
う
い
う
淵
か
ら
自
身
を
解
放
せ

ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
れ
が
、
己
の
中
の
「
邪
気
」
を
捨
て
、
無
の
境
地
に
至
る

こ
と
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
言
葉
を
変
え
て
い
え
ば
、
世
俗
的
な
価
値
を
越
え
て
、
宇

宙
機
全
体
性
に
結
ぼ
れ
た
自
己
放
下
に
踏
み
入
る
こ
と
だ
っ
た
。
人
生
最
大
の
苦
境

の
中
、
蘇
賦
は
、
人
間
社
会
の
価
値
が
宇
宙
の
ご
く
一
部
分
に
し
か
す
ぎ
ぬ
こ
と
を

よ
く
見
定
め
、
宇
宙
的
真
理
」
の
満
ち
る
世
界
へ
と
し
な
や
か
な
脱
出
を
試
み
た
の
で

あ
る
。
そ
う
い
う
蘇
転
の
文
学
は
、
人
間
社
会
の
縮
図
で
あ
っ
て
は
な
ら
ず
、
む
し

ろ
宇
宙
の
相
似
形
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
こ
う
考
え
て
く
れ
ば
、
右
の
「
不

聞
手
見
」
と
い
う
言
葉
の
意
味
は
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
れ
を
表
現
行
為
と
関
連
づ
け

て
捉
え
れ
ば
、
表
現
者
の
中
に
生
起
し
て
く
る
さ
ま
ざ
ま
な
意
識
を
よ
く
省
察
し
て
、

邪
気
的
な
も
の
、
世
俗
的
な
も
の
は
、
あ
え
て
表
現
し
な
い
と
い
う
態
度
な
の
で
あ

る
。　

か
く
て
、
こ
の
嶺
海
期
に
な
る
と
、
蘇
転
の
詩
歌
に
は
、
何
物
に
も
と
ら
わ
れ
ぬ

自
由
な
精
神
が
繰
り
返
し
述
べ
ら
れ
る
。
今
、
ご
く
一
部
の
例
を
掲
げ
る
な
ら
ぽ
、

無
心
但
因
物

万
変
山
豆
有
端

酔
醒
皆
夢
耳

未
用
議
優
劣

無
心
　
但
だ
物
に
因
る

　
　
　
　
　
つ

万
変
　
山
豆
に
端
く
る
有
ら
ん
や

酔
醒
　
皆
　
夢
な
る
の
み

未
だ
優
劣
を
議
す
る
を
用
い
ず

影
は
　
も
と
よ
り
無
心

た
だ
物
に
よ
っ
て
　
生
ず
る
だ
け
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藤
　
　
國
　
　
安

物
が
　
ど
う
変
化
し
よ
う
と

影
は
　
つ
き
ぬ

酔
う
て
も
　
醒
め
て
も
　
み
な
夢
よ

優
劣
な
ん
て
　
あ
る
わ
け
な
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
「
陶
の
く
影
、

天
人
同
一
夢
　
　
天
人

仙
凡
無
両
蓋
　
　
仙
品

形
に
答
う
る
〉
に
和
す
」
）

一
夢
を
同
じ
う
し

ふ
た両

つ
な
が
ら
録
す
る
無
し

天
界
も
　
人
間
社
会
も

お
な
じ
夢
の
世
界

仙
人
と
か
　
凡
人
と
か

別
に
　
言
う
ほ
ど
で
も
な
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
ょ
く

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
「
高
要
令
の
劉
混
の
・

吾
生
本
無
待

傭
仰
了
此
世

吾
が
生
　
本
よ
り
待
つ
無
く

　
　
　
　
　
　
り
よ
う

傭
仰
　
此
の
世
を
了
す

・
に
次
韻
す
し
）

人
は
ど
う
や
っ
て
活
路
を
切
り
開
け
ば
よ
い
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
老
境
の
寂
し

さ
に
襲
わ
れ
た
佐
太
郎
に
と
っ
て
も
、
切
実
な
問
題
だ
っ
た
。
そ
の
佐
太
郎
が
心
を

引
か
れ
た
の
が
、
こ
の
南
遷
者
・
蘇
献
の
奮
起
歴
程
を
綴
っ
た
作
品
だ
っ
た
の
で
あ

る
。
嶺
海
期
の
蘇
転
は
、
権
威
と
か
、
名
声
と
か
、
そ
う
い
う
人
間
世
俗
の
も
の
を

捨
て
去
り
、
貧
困
や
無
名
し
か
な
い
辺
境
の
暮
ら
し
を
前
向
き
に
受
け
入
れ
る
こ
と

を
通
し
て
、
も
っ
と
広
大
な
世
界
の
中
に
自
身
を
位
置
づ
け
、
世
俗
の
言
語
領
域
を

越
え
た
次
元
で
豊
か
な
諸
関
連
を
見
付
け
出
す
。
い
わ
ぽ
意
味
の
あ
る
あ
き
ら
め
を
、

日
々
止
ま
ず
に
実
践
す
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
、
些
細
な
小
事
か
ら
さ
え
、
宇
宙

的
言
語
の
響
き
を
成
立
さ
せ
る
、
嶺
海
期
の
蘇
載
の
詩
が
生
ま
れ
て
く
る
。
裏
を
返

せ
ば
、
豊
か
な
イ
マ
ジ
ネ
ー
シ
ョ
ン
を
喚
起
し
て
、
自
己
と
結
ば
れ
た
新
た
な
関
連

を
表
出
す
る
蘇
賦
の
非
凡
な
言
語
領
域
こ
そ
が
、
彼
の
詩
人
と
し
て
の
ス
ケ
ー
ル
を

決
定
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

　
蘇
賦
の
こ
の
よ
う
な
作
風
に
つ
い
て
、
佐
太
郎
は
こ
ん
な
発
言
を
し
て
い
る
。

東
披
は
「
遠
韻
」
が
な
け
れ
ぽ
な
ら
ぬ
と
い
い
、
言
葉
は
煙
霞
の
気
を
帯
び
て

い
な
け
れ
ぽ
な
ら
ぬ
と
い
う
が
、
東
披
の
詩
に
は
、
通
俗
の
気
が
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
『
及
世
尊
往
来
』
「
蘇
東
披
の
〈
あ
そ
び
〉
」
）

8

ワ
シ
は
　
自
分
の
生
涯
っ
て
も
の
に

何
も
　
期
待
は
し
て
お
ら
ん

た
だ
気
ま
ま
に
　
世
界
っ
て
や
つ
を

眺
め
な
が
ら
　
こ
の
世
を
終
え
た
い
だ
け

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
「
遷
居
」
）

　
さ
ら
に
、
佐
太
郎
は
、

な
短
歌
を
作
っ
て
い
る
。

「
不
聞
不
見
我
何
窮
」
と
い
う
詩
句
を
踏
ま
え
て
、
こ
ん

聞
か
ず
見
ず
あ
り
て
安
け
く
過
ぎ
な
ん
を
病
み
臥
す
と
き
に
窮
る
ら
し
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
『
開
冬
』
　
昭
4
8
）

　
寂
し
さ
は
暗
闇
を
生
む
。
そ
こ
か
ら
、
さ
ら
に
寂
し
さ
は
広
が
っ
て
い
く
。
そ
ん

な
心
に
は
、
意
味
の
な
い
あ
き
ら
め
ぽ
か
り
が
の
さ
ば
っ
て
い
る
。
そ
う
し
た
時
、

平
生
、
「
聞
か
ず
見
ず
あ
り
て
安
け
く
過
」
こ
し
て
い
る
つ
も
り
な
の
だ
が
、
し
か

し
、
「
病
み
臥
す
と
き
に
」
は
、
さ
す
が
に
「
精
神
が
安
定
し
な
い
」
と
い
う
の
で



あ
る
。
こ
の
歌
の
中
に
、
佐
太
郎
が
い
か
に
蘇
載
の
心
を
生
き
、

と
も
に
し
て
い
る
か
が
う
か
が
え
る
の
で
あ
る
。

四
　
変
わ
る
こ
と
を
喜
ば
ん

日
々
の
暮
ら
し
を

　
こ
う
し
た
蘇
載
の
生
き
方
は
、
四
十
代
頃
よ
り
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
黄
州
で

一
気
に
深
ま
り
を
見
せ
、
晩
年
、
辺
境
の
恵
州
、
さ
ら
に
海
南
島
へ
と
左
遷
さ
れ
る

と
、
そ
れ
は
確
固
と
し
た
安
心
立
命
の
境
地
へ
と
純
化
さ
れ
て
い
く
。
蘇
載
の
こ
の

よ
う
な
生
き
方
が
、
「
言
語
に
絶
す
る
対
人
関
係
の
苦
杯
」
の
中
で
貫
か
れ
た
も
の

で
あ
る
こ
と
は
、
き
わ
め
て
注
目
さ
れ
る
。
佐
太
郎
は
、
こ
こ
に
大
き
な
関
心
を
寄

せ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
「
苦
杯
」
と
は
、
ど
の
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
の
か
。
こ
こ
で

簡
単
に
言
及
し
て
お
く
こ
と
に
す
る
。

　
「
蘇
東
披
の
こ
と
（
二
）
」
で
、
佐
太
郎
は
王
敏
仲
に
与
え
る
書
簡
と
い
う
の
を

引
い
て
い
る
。
こ
れ
は
、
「
王
敏
仲
に
与
う
十
八
首
」
（
『
蘇
載
文
集
』
巻
5
6
）
の

其
十
六
に
あ
た
る
も
の
だ
。

　
　
　
　
な
ん
な
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
う

　
某
、
老
に
垂
ん
と
し
て
荒
に
投
ぜ
ら
れ
、
復
た
生
還
の
望
み
な
し
。
昨
、
長

　
　
ま
い
　
　
わ
か
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
は
じ
め

子
の
適
と
訣
れ
、
已
に
後
事
を
処
置
す
。
今
、
南
海
に
到
る
。
首
に
当
に
棺
を

作
り
、
次
い
で
便
ち
墓
を
作
る
べ
し
。
乃
ち
手
疏
を
留
め
て
諸
子
に
与
う
。
死

す
れ
ば
即
ち
海
外
に
葬
れ
と
。

こ
こ
に
は
、
海
南
島
に
流
さ
れ
た
蘇
転
が
、
生
還
の
望
み
は
な
い
と
し
て
前
も
っ
て

遺
言
し
、
い
よ
い
よ
島
に
渡
る
と
、
ま
ず
お
棺
を
造
り
、
つ
い
で
墓
を
造
ら
ね
ば
と

思
っ
た
こ
と
が
記
さ
れ
る
。
蘇
転
は
、
そ
れ
ほ
ど
の
覚
悟
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か

っ
た
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
蘇
転
の
覚
悟
の
言
は
、
い
ろ
い
ろ
な
所
に
見
い
だ
さ
れ
る
。
佐
太
郎

に
は
言
及
が
な
い
が
、
次
の
よ
う
な
資
料
も
残
さ
れ
て
い
る
。

「
昌
化
軍
に
到
る
を
謝
す
る
表
」
（
『
蘇
輯
文
集
』
巻
2
4
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
も

臣
、
孤
老
に
し
て
託
す
る
無
く
、
痙
腐
の
交
こ
も
攻
め
、
子
孫
は
江
辺
に
働
笑

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
づ
く

し
、
已
に
死
別
を
為
す
。
魑
魅
の
海
外
に
逢
迎
す
れ
ば
、
寧
ん
ぞ
生
還
を
許
さ

ん
。

　
こ
れ
は
、
紹
聖
四
（
一
〇
九
七
）
年
、
蘇
輯
が
羽
州
別
駕
・
昌
蝉
茸
安
置
に
な
っ

た
時
の
も
の
だ
。
す
な
わ
ち
、
海
南
島
へ
の
任
官
を
感
謝
す
る
文
だ
が
、
こ
こ
で
も

気
候
の
悪
さ
ゆ
え
に
、
生
還
の
希
望
は
な
く
、
「
す
で
に
死
別
を
為
し
た
」
も
同
然

と
の
厳
し
い
認
識
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
同
様
の
こ
と
は
、
ま
た
「
試
筆
自
書
」
（
『
蘇

載
文
集
』
扶
文
彙
編
　
巻
5
）
に
も
記
さ
れ
る
。

　
　
吾
、
始
め
て
南
海
に
至
り
、
天
水
の
際
無
き
を
環
視
し
、
懐
然
と
し
て
之
を
傷

　
　
ん
で
曰
く
、
「
何
れ
の
時
か
、
此
の
島
を
出
つ
る
を
得
ん
」
と
。

　
　
　
　
　
　
　
　
き
ょ
く
ゆ
う

宋
・
朱
弁
撰
「
曲
清
旧
聞
」
巻
五
に
収
録
す
る
侠
文
で
あ
る
。
四
方
ど
こ
ま
で
も
海

が
広
が
る
海
南
島
に
や
っ
て
き
て
、
も
う
帰
れ
ぬ
こ
と
を
嘆
く
蘇
載
の
痛
ま
し
い
言

葉
を
収
録
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
佐
太
郎
自
身
「
傑
作
だ
と
思
う
」
（
『
及
辰
野
往
来
』

「
夢
中
の
詩
」
）
と
評
し
た
「
慶
憺
の
間
を
行
き
、
肩
輿
に
愚
管
す
…
」
詩
（
『
蘇
転

詩
集
』
巻
4
1
）
に
も
、
こ
う
詠
じ
ら
れ
る
。

0
5o
高
望
中
原

　
卓
見
積
水
空

　
此
生
当
安
帰

0
8l
顧
真
途
窮

高
き
に
登
っ
て
　
中
原
を
望
め
ば

但
だ
見
る
　
積
水
の
空
し
き
を

此
の
生
　
当
に
安
く
に
か
帰
る
べ
き

四
顧
す
れ
ぽ
　
真
に
途
の
窮
ま
る
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高
い
と
こ
ろ
に
登
り

中
原
の
方
を
　
眺
め
て
み
て
も

た
だ
果
て
し
な
い
　
水
ば
か
り

ワ
シ
は
い
っ
た
い
　
い
つ
帰
れ
る
の
や
ら

四
方
を
見
回
し
　
た
だ
嘆
く

わ
れ
　
こ
こ
に
窮
す
と

　
右
は
、
詩
の
第
五
～
八
句
の
部
分
の
み
だ
が
、
海
に
囲
ま
れ
た
海
南
島
で
、
己
の

道
の
窮
ま
っ
た
こ
と
を
嘆
い
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
島
で
、
自
分
の
人
生
は
空
し
く

終
わ
る
の
だ
と
、
蘇
載
は
そ
う
思
っ
た
だ
ろ
う
。
実
際
、
海
南
島
で
の
日
々
は
か
な

り
悲
惨
な
も
の
だ
っ
た
。
そ
れ
を
窺
わ
せ
る
有
名
な
資
料
が
、
「
程
秀
才
に
与
う

三
首
」
其
一
（
『
蘇
載
文
集
』
巻
5
5
）
で
、
こ
れ
は
海
南
島
の
磁
心
を
論
ず
る
際
に

よ
く
引
か
れ
る
文
献
で
あ
る
。

此
の
間
、
食
べ
る
に
肉
無
く
、
病
み
て
薬
無
く
、
居
る
に
室
無
く
、
出
で
て
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
つ
め
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
と
こ
と

友
無
く
、
冬
に
は
炭
無
く
、
夏
に
は
簸
た
き
泉
無
く
、
然
し
て
亦
た
未
だ
悉
く

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
じ
ん
し
ょ
う

は
数
う
る
こ
と
易
か
ら
ず
。
大
率
は
皆
無
き
の
み
。
惟
だ
↓
幸
有
り
、
甚
潭

無
き
な
り

い
う
言
葉
に
、
佐
太
郎
は
強
い
関
心
を
寄
せ
る
。
こ
の
言
葉
は
、
恵
州
で
の
作
、

郊
」
詩
（
『
蘇
載
詩
集
』
巻
3
8
）
の
中
に
あ
る
も
の
だ
。

意
釣
忘
魚

楽
此
竿
綾

優
哉
悠
哉

玩
物
之
変

　
　
お
も

釣
を
意
い
て
　
魚
を
忘
れ

此
の
竿
綾
を
楽
し
む

優
な
る
哉
　
悠
な
る
哉

物
の
変
を
玩
ぶ

釣
り
ば
し
て
て
も

魚
の
こ
と
な
ん
か

ど
こ
か
に
　
忘
れ
て
る

た
だ
竿
の
糸
　
垂
れ
て
い
る
だ
け

で
も
　
こ
う
し
て
い
る
と

サ
ッ
パ
リ
　
忘
れ
ら
れ
る

世
の
中
の
　
嫌
な
こ
と
な
ど

あ
あ
　
じ
つ
に
　
悠
然
た
る
気
持

ほ
ん
と
う
に
　
楽
し
い
よ

い
つ
も
と
　
違
う
こ
と
す
る
の
は

「
江

1
0

　
要
す
る
に
、
こ
の
島
に
は
必
要
な
も
の
が
ほ
と
ん
ど
何
も
な
か
っ
た
と
い
う
の
で

あ
る
。
た
だ
一
つ
の
幸
運
は
、
マ
ラ
リ
ア
が
な
い
こ
と
だ
け
だ
っ
た
。
蘇
転
は
、
こ

ん
な
辛
苦
の
日
々
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
こ
ん
な
島
で
は
あ
っ
た
が
、
い
ざ
暮
ら
し
始
め
て
み
る
と
、
蘇
輯
の
心

は
ま
た
し
て
も
前
向
き
な
も
の
を
発
揮
す
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
、
佐
太
郎
は
、
「
こ

う
い
う
生
き
方
が
可
能
だ
っ
た
」
の
は
、
「
詩
人
と
し
て
〈
物
の
変
を
弄
ぶ
〉
こ
と

が
出
来
た
か
ら
」
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
。
こ
の
「
物
の
変
を
弄
ぶ
」
と

　
こ
の
「
物
の
変
を
弄
ぶ
」
と
は
、
換
言
す
れ
ば
、
あ
る
一
つ
の
心
の
状
態
に
凝
り

固
ま
ら
ず
に
、
気
持
ち
を
切
り
変
え
て
、
の
び
や
か
な
心
の
あ
り
様
を
回
復
し
、
今

を
楽
し
く
過
ご
す
こ
と
と
い
え
よ
う
。
そ
の
た
め
に
、
蘇
賦
は
釣
り
に
行
っ
て
み
た

り
、
い
ろ
い
ろ
な
地
酒
を
飲
ん
で
み
た
り
、
井
戸
水
が
出
た
な
ら
喜
び
の
詩
を
書
い

て
み
た
り
、
陶
淵
明
の
詩
に
和
し
て
み
た
り
と
、
周
囲
に
あ
る
何
げ
な
い
事
柄
か
ら
、

次
々
に
喜
び
の
素
材
を
見
つ
け
出
す
の
で
あ
る
。
早
戸
の
全
集
を
ひ
も
と
く
と
、
か

な
り
の
作
品
が
快
活
な
調
子
の
た
め
、
よ
ほ
ど
充
実
し
た
気
分
の
中
に
あ
っ
た
の
で



は
と
錯
覚
し
て
し
ま
い
そ
う
に
な
る
ほ
ど
だ
。

　
が
、
蘇
載
の
置
か
れ
た
状
況
や
欝
屈
し
た
心
情
か
ら
し
て
、
そ
れ
は
無
論
、
あ
え

て
作
り
出
さ
れ
た
楽
し
み
な
の
で
あ
る
。
「
死
別
」
を
覚
悟
す
る
ほ
ど
の
重
苦
し
い

現
実
の
中
で
の
、
こ
の
前
向
き
な
明
る
さ
。
ま
る
で
奇
跡
が
起
き
た
か
の
よ
う
な
、

こ
の
変
化
。
こ
う
い
う
生
き
方
が
可
能
に
な
っ
た
の
は
、
な
ぜ
な
の
か
。
佐
太
郎
は
、

そ
れ
は
「
詩
人
と
し
て
〈
物
の
変
を
弄
ぶ
〉
こ
と
が
出
来
た
か
ら
」
だ
と
い
う
。
こ

の
発
言
を
も
っ
と
掘
り
下
げ
て
い
く
と
、
い
ろ
い
ろ
な
視
点
に
逢
着
す
る
こ
と
が
で

き
る
。
た
と
え
ぽ
、

が
、
主
体
を
通
し
て
見
ら
れ
た
新
し
さ
は
失
わ
れ
る
こ
と
の
な
い
新
し
さ
で
あ

る
。

・
詩
は
変
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
新
し
い
の
で
は
な
く
、
真
実
の
「
発
見
」
に

よ
っ
て
新
し
い
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
『
純
粋
短
歌
』
）

こ
の
壮
年
期
の
言
葉
は
、

と
な
っ
た
と
い
え
よ
う
。

晩
年
の
佐
太
郎
に
と
っ
て
、
真
に
深
い
意
味
を
も
つ
も
の

・
詩
人
と
は
、
変
化
の
味
わ
い
を
よ
く
理
解
で
き
る
人
間
の
こ
と
を
い
う

・
人
生
の
妙
味
は
、
こ
の
変
化
を
受
け
入
れ
る
人
に
訪
れ
る
も
の
で
あ
る

・
す
ぐ
れ
た
詩
歌
の
秘
密
は
、
新
し
い
真
実
へ
の
自
己
変
容
を
通
し
て
示
さ
れ
る

等
々
。
佐
太
郎
の
蘇
賦
欣
慕
の
諸
相
を
探
求
し
て
ゆ
く
と
、
老
病
の
苦
し
み
や
死
の

不
安
か
ら
の
解
放
を
求
め
て
耽
読
し
て
い
く
う
ち
に
、
次
第
に
、
詩
歌
を
職
業
と
す

る
彼
自
身
の
、
限
り
な
い
文
学
探
求
心
が
刺
激
さ
れ
て
く
る
様
子
が
う
か
が
え
る
。

古
い
自
己
の
解
体
、
そ
し
て
絶
え
ざ
る
新
た
な
自
己
の
再
構
成
を
め
ざ
す
者
の
み
に

よ
っ
て
発
見
さ
れ
て
く
る
、
さ
ら
に
新
し
い
地
平
。
そ
れ
が
、
自
己
の
前
に
人
間
的

虚
飾
の
な
い
こ
と
ぽ
と
な
っ
て
整
列
し
出
す
の
を
待
ち
受
け
る
時
、
蘇
賦
と
同
じ
天

来
の
言
葉
の
秘
蹟
は
訪
れ
る
。
歌
壇
の
長
老
は
、
み
ず
か
ら
の
短
歌
人
生
に
と
も
な

う
雑
念
を
捨
て
、
純
粋
詩
歌
そ
の
も
の
を
こ
そ
欲
し
た
の
に
違
い
な
い
。
そ
れ
は
詩

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
ん
げ

人
平
載
の
晩
年
の
世
界
へ
の
大
変
化
を
意
味
す
る
。
か
つ
て
、
佐
太
郎
は
こ
う
述
べ

た
、

・
真
の
新
し
さ
は
み
ら
れ
る
対
象
（
素
材
）
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
見
る
主
体
に

あ
る
の
で
あ
る
。
見
ら
れ
る
も
の
に
あ
る
新
し
さ
は
失
わ
れ
る
新
し
さ
で
あ
る

お
　
わ
　
り
　
に

　
以
上
、
蘇
転
の
嶺
海
期
の
詩
文
を
、
老
病
の
歌
人
佐
太
郎
が
い
か
に
理
解
し
、
吸

収
し
、
ま
た
同
化
し
た
か
に
つ
い
て
考
察
し
て
き
た
。
小
論
で
は
と
く
に
、
こ
れ
ま

で
の
佐
太
郎
研
究
で
取
り
残
さ
れ
て
い
た
、
蘇
輯
の
文
学
内
容
の
分
析
を
行
い
、
そ

れ
を
佐
太
郎
が
ど
う
受
容
し
た
の
か
に
つ
い
て
検
討
し
た
。
そ
の
結
果
、
老
病
と
死

の
不
安
、
孤
独
・
寂
蓼
感
に
さ
い
な
ま
れ
る
中
で
、
佐
太
郎
が
晩
年
の
蘇
転
の
文
学

に
深
く
心
を
寄
せ
、
そ
こ
に
静
か
な
慰
籍
を
得
る
よ
う
に
な
り
、
ひ
い
て
は
彼
の
本

業
た
る
短
歌
の
創
作
活
動
に
ま
で
大
き
な
影
を
落
と
す
こ
と
と
な
っ
た
様
子
が
、
相

互
比
較
的
な
視
点
に
よ
り
見
え
て
き
た
よ
う
に
思
う
。
こ
の
作
業
を
終
え
た
今
感
ず

る
の
は
、
佐
太
郎
と
い
う
人
の
読
解
の
深
さ
、
着
眼
の
卓
抜
さ
で
あ
る
。
そ
れ
は
、

今
日
、
中
国
の
研
究
者
が
よ
う
や
く
報
告
す
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
、
こ
の
蘇
載
の

嶺
海
期
の
文
学
に
関
す
る
専
門
的
な
論
文
と
、
内
容
的
に
ほ
と
ん
ど
変
わ
ら
な
い
の

で
あ
る
。
こ
の
テ
ー
マ
に
関
す
る
成
果
が
未
だ
し
の
状
況
に
あ
っ
た
二
十
年
ほ
ど
前

に
、
漢
文
に
は
素
人
の
一
介
の
歌
人
が
、
こ
こ
ま
で
蘇
輯
を
理
解
し
て
い
た
と
い
う

の
は
一
つ
の
驚
き
で
あ
る
。

　
た
だ
、
今
回
取
り
上
げ
た
蘇
載
の
作
品
は
、
佐
太
郎
が
平
生
愛
読
し
た
も
の
の
こ

1
1

佐
藤
佐
太
郎
の
蘇
載
の
嶺
海
詩
へ
の
欣
慕



加
　
　
藤
　
　
國
　
　
安

く
一
部
に
す
ぎ
な
い
。
彼
は
、
何
度
も
丁
寧
に
宮
詣
の
詩
文
集
に
目
を
通
し
、
そ
こ

か
ら
こ
の
よ
う
な
先
駆
的
な
謹
撰
嶺
海
底
論
を
著
し
た
の
で
あ
る
。
当
然
、
彼
の
蘇

賦
理
解
は
こ
ん
な
も
の
で
は
お
さ
ま
ら
な
い
。
佐
太
郎
は
、
蘇
載
の
心
の
軌
跡
に
も

っ
と
多
彩
に
触
れ
、
そ
の
文
学
活
動
の
根
底
に
あ
る
思
想
を
理
解
し
、
や
。
か
て
は
歓

喜
の
詩
が
生
ま
れ
る
ま
で
を
し
っ
か
り
と
捉
え
て
い
く
。
小
論
で
は
、
お
も
に
蘇
載

の
事
跡
面
の
理
解
を
中
心
に
検
討
し
た
が
、
そ
う
い
う
左
転
の
思
想
と
創
作
の
本
質

的
関
係
に
つ
い
て
は
、
十
分
に
述
べ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
5
）

ま
た
別
に
論
ず
る
こ
と
と
し
た
い
。

注

（
1
）
『
愛
媛
国
文
と
教
育
』
3
1
号
（
愛
媛
大
学
教
育
学
部
　
9
8
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
2
）
佐
太
郎
の
蘇
賦
理
解
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
報
告
が
あ
る
。

　
　
片
山
貞
美
「
『
及
三
園
往
来
』
読
後
」
（
『
短
歌
』
2
3
巻
9
号
　
7
6
）

　
　
菊
沢
研
↓
「
蘇
東
披
と
佐
藤
佐
太
郎
一
恵
州
詠
私
考
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
『
短
歌
』
特
集
・
佐
藤
佐
太
郎
　
2
8
巻
5
号
　
8
1
）

　
　
秋
葉
四
郎
「
佐
藤
佐
太
郎
と
漢
詩
・
蘇
東
披
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
『
短
歌
』
特
集
・
佐
藤
佐
太
郎
　
3
5
巻
3
号
　
8
8
）

　
た
だ
し
、
こ
れ
ら
の
報
告
は
、
佐
太
郎
の
蘇
転
理
解
の
委
細
に
つ
い
て
は
、
す
べ
て
後
日

　
に
期
し
て
い
る
。

（
3
）
近
年
、
次
の
よ
う
な
論
文
が
報
告
さ
れ
て
い
る
。

　
　
謝
桃
坊
「
嶺
海
時
期
－
平
淡
風
格
的
完
成
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
同
氏
『
蘇
転
詩
研
究
』
所
収
　
巴
蜀
書
社
　
8
7
）

　
　
張
海
浜
「
論
蘇
転
嶺
海
時
期
的
思
想
与
創
作
」
（
『
寧
夏
大
学
学
報
』
8
9
1
1
）

　
　
李
越
深
「
蘇
転
嶺
海
時
期
的
心
態
模
式
」
（
『
北
方
論
叢
』
8
9
1
4
）

　
　
周
偉
民
「
流
放
者
的
心
路
歴
程
」
（
『
海
南
大
学
学
報
』
9
2
1
2
）

　
　
蒲
友
俊
「
超
越
困
境
－
蘇
転
在
海
南
」
（
『
四
川
師
範
大
学
学
報
』
9
2
1
2
）

　
　
冷
成
金
「
蘇
執
嶺
海
時
期
的
思
想
与
実
践
」
（
『
中
国
人
民
大
学
学
報
』
9
3
－
2
）

　
　
朱
靖
華
「
天
地
精
神
境
界
－
評
蘇
転
嶺
海
時
期
的
人
生
反
思
」
（
『
新
東
方
』
9
6
1
6
）

　
ま
た
『
全
国
質
入
五
典
転
研
読
会
論
文
集
』
（
憺
州
市
人
民
政
府
・
蘇
転
学
会
合
編
　
9
6
）

　
は
、
海
南
島
で
開
催
さ
れ
た
蘇
転
学
会
で
の
論
文
集
で
、
嶺
海
期
の
文
学
の
諸
問
題
が
中

　
心
的
に
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。

（
4
）
佐
太
郎
の
老
病
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
主
な
報
告
と
し
て
以
下
の
も
の
が
あ
る
。

　
　
清
水
房
雄
「
十
首
抄
1
『
形
影
』
『
事
理
』
か
ら
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
『
短
歌
』
特
集
・
佐
藤
佐
太
郎
　
2
8
巻
5
号
　
8
1
）

　
　
長
沢
一
作
「
『
天
眼
』
と
そ
れ
以
後
」
（
同
右
）

　
　
梶
木
　
剛
「
佐
藤
佐
太
郎
の
芸
術
1
と
く
に
晩
年
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
『
短
歌
』
特
集
・
佐
藤
佐
太
郎
　
3
5
巻
3
号
　
8
8
）

　
　
本
林
勝
夫
「
佐
太
郎
の
世
界
－
晩
年
の
歌
境
」
（
同
右
）

　
　
篠
　
　
弘
「
佐
太
郎
の
晩
年
の
達
成
」
（
同
右
）

　
　
今
西
幹
一
『
佐
藤
佐
太
郎
の
短
歌
の
世
界
』
（
桜
楓
社
　
8
5
）

（
5
）
拙
稿
「
蘇
転
の
嶺
海
期
の
悟
達
の
詩
学
」
（
『
東
洋
古
典
学
研
究
』
第
六
集
　
↓
九
九
八

　
三
秋
　
刊
行
予
定
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
一

繼
續
ｪ
年
四
月
三
十
日
受
理
）

1
2


