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（
一
）

　
作
者
で
あ
る
唐
月
梅
氏
の
後
書
き
に
よ
る
と
、
本
書
を
書
く
き
っ
か
け
は

故
人
と
な
っ
た
夫
の
葉
渭
渠
氏
と
と
も
に
十
年
間
を
か
け
て
四
巻
の
﹃
日
本

文
学
史
』
を
共
著
し
た
と
き
に
、
唐
が
演
劇
と
詩
歌
の
部
分
を
担
当
し
た
こ

と
で
あ
っ
た
と
い
う
︒
そ
れ
か
ら
、
ま
だ
若
い
時
の
一
九
五
〇
年
代
か
ら
、

国
に
配
属
さ
れ
た
対
外
文
化
交
流
の
仕
事
に
携
わ
っ
て
、
多
く
の
日
本
詩
人

と
接
触
し
、
親
し
い
付
き
合
い
も
あ
っ
た
と
い
う
︒
原
稿
用
紙
で
千
三
百
枚

余
り
の
本
書
が
、
い
つ
か
ら
書
き
始
め
ら
れ
て
い
つ
書
き
終
え
ら
れ
た
か
は

記
し
て
い
な
い
︒
お
そ
ら
く
相
当
な
年
月
が
か
か
っ
た
に
違
い
な
い
︒
完
成

す
る
ま
で
大
変
な
作
業
で
あ
っ
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
だ
ろ
う
︒
私
の

知
る
限
り
に
お
い
て
、
系
統
的
に
、
文
字
以
前
の
日
本
古
代
民
謡
か
ら
現
代

詩
ま
で
詩
歌
史
を
細
か
く
纏
め
た
の
は
、
中
国
で
は
こ
の
﹃
日
本
詩
歌
史
』

以
外
に
な
い
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
い
る
︒

　
詩
歌
が
、
お
そ
ら
く
ほ
と
ん
ど
の
国
や
民
族
の
文
学
の
源
で
あ
る
と
同
時

に
、
あ
ら
ゆ
る
ジ
ャ
ン
ル
の
文
学
の
始
ま
り
で
も
あ
る
こ
と
は
疑
う
余
地
が

な
い
と
思
う
︒
な
ぜ
な
ら
、
詩
は
文
字
以
前
に
口
承
文
芸
の
一
つ
と
し
て
人

類
の
唇
の
間
に
存
在
し
た
か
ら
で
あ
る
︒
日
本
と
同
様
に
、
中
国
も
も
ち
ろ

ん
、
古
代
ギ
リ
シ
ャ
と
ロ
ー
マ
に
よ
る
﹃
ホ
メ
ロ
ス
史
詩
』
な
ど
も
、
ア
ラ

ビ
ア
語
と
ペ
ル
シ
ア
語
に
よ
る
古
代
叙
事
詩
も
、
ノ
ル
ウ
ェ
ー
、
デ
ン
マ
ー

ク
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
に
起
源
し
の
ち
に
ア
イ
ス
ラ
ン
ド
に
ま
で
流
行
し
た

エ
ッ
ダ
と
サ
ー
ガ
も
そ
う
で
あ
る
︒

　
長
い
時
間
を
費
や
し
て
こ
の
本
を
や
っ
と
読
み
終
わ
っ
た
と
き
に
、
感
無

書

評唐
月
梅

『
日
本
詩
歌
史
』

唐
月
梅
﹃
日
本
诗
歌
史
』（
東
方
文
化
集
成
）
北
京
：
北
京
大
学
出
版
、
二
〇
一
五
年
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量
だ
っ
た
︒
お
そ
ら
く
私
の
読
ん
だ
時
間
よ
り
何
百
倍
の
時
間
を
費
や
し
て
、

作
者
は
計
り
知
れ
な
い
ほ
ど
の
本
を
読
み
、
厖
大
な
資
料
を
集
め
て
こ
の

五
百
ペ
ー
ジ
の
厚
く
て
重
み
の
あ
る
本
を
完
成
さ
せ
た
︒
そ
の
こ
と
を
考
え

る
と
、
唐
氏
の
能
力
と
努
力
に
脱
帽
す
る
ほ
か
な
い
︒
千
数
百
年
あ
ま
り
の

時
間
を
制
御
し
て
、
そ
の
長
い
流
れ
の
中
で
形
成
し
た
詩
歌
史
を
正
確
に
把

握
す
る
こ
と
は
少
数
の
人
に
し
か
で
き
な
い
仕
事
と
思
う
︒﹃
日
本
詩
歌
史
』

は
時
代
順
に
配
列
し
て
構
成
し
て
お
り
、
分
か
り
や
す
い
文
脈
で
、
各
時
代

の
異
な
る
ジ
ャ
ン
ル
の
詩
歌
の
変
遷
と
進
化
な
ど
に
つ
い
て
掘
り
下
げ
て
論

じ
な
が
ら
、
代
表
的
人
物
と
著
作
に
つ
い
て
納
得
で
き
る
分
析
と
論
述
を
展

開
し
て
い
る
︒

　
実
際
、
こ
の
本
が
届
い
て
か
ら
、
本
文
に
た
く
さ
ん
引
用
さ
れ
て
い
る
呪
ま
じ
な

い
歌
、
祝
詞
、
短
歌
、
俳
句
、
近
現
代
詩
な
ど
の
中
国
語
訳
が
と
て
も
気
に

な
っ
て
い
た
︒
引
用
の
た
め
本
書
に
登
場
す
る
多
く
の
詩
歌
作
品
の
翻
訳
だ

け
で
も
至
難
の
業
だ
と
言
え
る
ほ
ど
だ
か
ら
で
あ
る
︒
し
か
し
、
引
用
さ
れ

て
い
る
民
謡
と
定
型
詩
と
自
由
詩
の
中
国
語
訳
は
見
事
な
出
来
栄
え
で
あ
り
、

詩
と
し
て
の
完
成
度
も
高
い
︒
こ
れ
は
作
者
の
唐
氏
に
と
っ
て
当
た
り
前
の

こ
と
と
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
︒
と
い
う
の
も
彼
女
は
、
一
九
七
〇
年
代
か

ら
、
よ
き
パ
ー
ト
ナ
ー
で
あ
る
夫
の
葉
渭
渠
氏
と
と
も
に
日
本
文
学
の
翻
訳

者
・
研
究
者
と
し
て
活
躍
し
、
こ
れ
ま
で
二
人
の
翻
訳
し
た
川
端
康
成
、
横

光
利
一
、
小
林
多
喜
二
、三
島
由
紀
夫
の
作
品
や
、﹃
日
本
文
学
史
序
説
』、

﹃
源
氏
物
語
』、﹃
日
本
文
化
史
』、﹃
日
本
文
学
史
』、﹃
日
本
文
学
思
潮
史
』、

﹃
鬼
才
三
島
由
紀
夫
伝
』、﹃
谷
崎
潤
一
郎
伝
』
な
ど
の
数
え
切
れ
な
い
ほ
ど
多

数
の
著
作
が
、
広
く
知
ら
れ
て
い
る
の
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
こ
れ
ら
の
書

物
が
中
国
人
の
文
学
者
あ
る
い
は
研
究
者
に
ど
れ
ほ
ど
の
影
響
を
与
え
た
か

は
計
り
知
れ
な
い
︒

（
二
）

　
本
書
は
十
九
章
で
構
成
さ
れ
て
い
る
︒
各
章
に
そ
の
時
代
に
お
い
て
詩
歌

が
ど
う
い
う
状
況
と
環
境
の
下
で
発
生
し
た
か
、
そ
の
形
成
し
た
詩
歌
が
そ

れ
ぞ
れ
の
時
代
と
外
部
世
界
（
外
国
）
と
ど
う
い
う
関
係
性
、
ど
う
い
う
因

果
関
係
を
構
築
し
て
い
る
か
に
つ
い
て
大
局
的
見
地
か
ら
書
か
れ
て
い
る
︒

古
代
民
謡
か
ら
、
中
世
と
近
世
の
定
型
詩
及
び
近
現
代
詩
に
い
た
る
ま
で
、

詩
歌
の
発
生
学
に
関
す
る
い
ろ
い
ろ
な
点
か
ら
緻
密
に
考
察
を
行
っ
て
い
る

こ
と
か
ら
、
こ
の
本
を
読
め
ば
日
本
詩
歌
発
展
の
プ
ロ
セ
ス
を
知
る
こ
と
が

で
き
る
︒
特
に
第
一
章
の
「
日
本
詩
歌
の
起
源
」
で
は
、
出
漁
、
狩
猟
、
農

耕
、
戦
い
く
さ

、
祭
祀
、
葬
式
な
ど
を
行
う
と
き
に
自
然
に
人
間
の
口
か
ら
誕
生
す

る
歌
謡
が
詩
歌
の
母
体
で
あ
る
こ
と
を
、
改
め
て
示
し
た
︒
こ
こ
で
、
ふ
と

私
が
日
本
に
留
学
す
る
前
に
当
時
の
中
国
で
流
行
っ
て
い
た
「
ソ
ー
ラ
ン
節
」

と
い
う
北
海
道
の
日
本
海
岸
の
民
謡
を
思
い
出
し
た
︒
最
初
聞
い
た
と
き
に

は
、
歌
詞
も
も
ち
ろ
ん
分
か
ら
な
か
っ
た
が
、
分
か
ら
な
く
て
も
、
中
国
で

聞
い
た
こ
と
の
な
い
そ
の
旋
律
は
独
特
で
、
高
ら
か
に
響
き
わ
た
る
歌
声
に

感
動
し
た
こ
と
は
い
ま
も
あ
り
あ
り
と
心
の
中
で
響
い
て
い
る
︒
日
本
に
来
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て
ず
い
ぶ
ん
日
に
ち
が
経
っ
て
か
ら
、「
ソ
ー
ラ
ン
節
」
が
後し
り

志べ
し

の
積
丹
半
島

が
発
祥
地
で
あ
る
こ
と
と
、
ニ
シ
ン
漁
の
歌
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
こ
と
が

分
か
っ
た
︒
そ
れ
と
対
照
的
に
、
十
数
年
前
、
あ
る
国
際
現
代
詩
シ
ン
ポ
ジ

ウ
ム
で
、
詩
人
の
高
橋
睦む
つ

郎お

が
二
十
数
か
国
の
詩
人
の
た
め
に
歌
っ
た
日
本

古
代
民
謡
の
歌
詞
も
さ
っ
ぱ
り
分
か
ら
な
か
っ
た
が
、
そ
の
悲
し
そ
う
な
低

く
沈
ん
だ
歌
声
は
と
て
も
印
象
的
だ
っ
た
︒
第
一
章
に
も
書
か
れ
て
い
る
と

お
り
、
古
代
の
日
本
民
謡
は
外
来
文
化
と
関
係
な
く
存
在
し
、
つ
ま
り
中
国

文
明
が
日
本
に
上
陸
す
る
前
に
す
で
に
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒
た
と

え
日
本
語
と
い
う
文
字
が
誕
生
し
な
か
っ
た
と
し
て
も
︒

　
第
二
、三
章
は
、
二
十
巻
に
お
よ
ぶ
奈
良
時
代
の
歌
集
で
あ
る
、
日
本
に

と
っ
て
初
め
て
の
和
歌
総
集
﹃
万
葉
集
』
の
誕
生
過
程
と
そ
の
テ
ク
ス
ト
を

め
ぐ
っ
て
論
述
し
て
い
る
︒﹃
万
葉
集
』
と
い
え
ば
中
国
の
春
秋
戦
国
時
代
に

孔
子
が
編
集
し
た
﹃
詩
経
』
の
よ
う
な
存
在
だ
が
、
作
品
の
量
は
三
一
一
首

の
﹃
詩
経
』
の
十
倍
以
上
に
わ
た
る
、
な
ん
と
四
千
五
百
首
あ
ま
り
で
、
分

類
と
し
て
は
五
体
を
も
ち
短
歌
、
長
歌
、
旋
頭
歌
、
仏
足
石
歌
と
連
歌
が
あ

る
︒
千
三
百
年
前
の
奈
良
時
代
と
い
え
ば
、
ち
ょ
う
ど
唐
の
最
盛
期
で
あ
る

時
期
だ
と
考
え
る
と
、
遣
唐
使
と
い
う
文
化
使
節
た
ち
の
存
在
が
大
き
い
、

も
っ
と
さ
か
の
ぼ
っ
て
考
え
れ
ば
、
中
国
の
歴
史
書
に
い
う
「
倭
の
五
王
」

の
時
代
、
約
四
世
紀
か
ら
中
国
、
朝
鮮
半
島
と
の
交
流
に
よ
っ
て
大
陸
の
儒

教
文
化
や
仏
教
文
化
が
浸
透
し
た
こ
と
の
影
響
が
大
き
い
と
言
え
る
か
も
し

れ
な
い
︒﹃
万
葉
集
』
に
、
き
わ
め
て
少
な
い
と
は
い
え
漢
詩
が
あ
っ
た
と
い

う
事
実
を
考
え
れ
ば
、
外
部
か
ら
来
た
大
陸
文
化
の
影
響
は
明
ら
か
で
あ
る
︒

こ
の
二
章
は
本
書
に
お
い
て
は
と
て
も
重
要
で
、
中
国
と
の
影
響
関
係
に
つ

い
て
新
た
な
仮
説
と
問
題
意
識
を
提
示
し
、
反
駁
の
し
よ
う
の
な
い
論
拠
を

探
究
し
な
が
ら
、
論
点
も
視
点
も
新
し
い
︒

　
第
四
章
か
ら
第
七
章
ま
で
は
、
ま
ず
漢
詩
文
の
ブ
ー
ム
が
沸
き
起
こ
る
現

象
と
菅
原
道
真
を
は
じ
め
と
す
る
日
本
の
漢
詩
人
つ
い
て
考
察
し
て
い
る
︒

そ
れ
か
ら
、
紀
貫
之
、
紀
友
則
、
凡
河
内
躬
恒
、
壬
生
忠
岑
ら
が
編
ん
だ

﹃
古
今
和
歌
集
』
の
成
立
と
そ
の
中
に
収
め
ら
れ
た
一
千
百
首
の
和
歌
に
つ
い

て
、
分
析
と
鑑
賞
を
同
時
に
行
い
、「
雄
健
で
お
お
ら
か
な
」﹃
万
葉
集
』
よ

り
優
美
か
つ
繊
細
で
理
知
的
だ
と
言
わ
れ
た
、
和
歌
と
い
う
日
本
的
な
ジ
ャ

ン
ル
の
在
り
方
、
そ
し
て
和
歌
の
本
質
に
つ
い
て
も
追
究
さ
れ
て
い
る
︒
こ

れ
ら
の
章
の
中
で
、
空
海
が
唐
時
代
の
詩
人
だ
け
で
な
く
、
そ
れ
以
前
の
古

代
詩
人
た
ち
の
書
い
た
詩
論
を
参
考
し
た
上
で
作
り
出
し
た
﹃
文
鏡
秘
府
論
』

に
対
す
る
作
者
の
考
察
は
細
か
い
︒
あ
る
意
味
、﹃
文
鏡
秘
府
論
』
の
誕
生
に

よ
っ
て
古
代
日
本
の
詩
学
と
歌
学
の
基
準
が
定
め
ら
れ
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
︒

詩
学
に
関
す
る
批
評
意
識
も
こ
の
時
代
か
ら
始
ま
っ
た
と
い
う
こ
と
は
意
味

が
深
い
︒

　
和
漢
併
存
（
和
歌
と
漢
詩
）
と
い
う
時
期
を
経
て
近
世
に
入
る
と
、
新
し
い

時
代
の
流
れ
に
よ
る
和
歌
の
革
新
と
進
化
と
と
も
に
新
た
な
詩
体
が
も
た
ら

さ
れ
た
︒
そ
れ
は
狂
歌
と
川
柳
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
の
現
れ
で
あ
る
︒
そ
れ
ま

で
、
い
わ
ゆ
る
日
常
的
な
瑣
事
を
題
材
に
す
る
表
現
を
あ
ま
り
に
も
し
て
こ
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な
か
っ
た
な
か
で
、
俗
語
を
用
い
て
風
刺
や
洒
落
な
ど
を
生
か
し
て
滑
稽
な

短
歌
が
生
ま
れ
た
わ
け
で
あ
る
︒
し
か
し
さ
か
の
ぼ
っ
て
考
え
て
み
れ
ば
、

﹃
万
葉
集
』
の
戯
笑
歌
と
﹃
古
今
和
歌
集
』
の
俳
諧
歌
か
ら
の
影
響
を
連
想
で

き
る
し
、
因
果
関
係
を
無
視
で
き
な
い
︒
こ
の
点
に
お
い
て
、
江
戸
時
代
に

流
行
し
、
今
の
時
代
に
も
続
い
て
い
る
俗
語
で
表
現
す
る
川
柳
と
い
う
こ
と

を
考
え
れ
ば
、
あ
る
意
味
で
日
本
文
学
に
お
け
る
ユ
ー
モ
ア
の
原
点
の
一
つ

だ
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
か
も
し
れ
な
い
︒
こ
の
あ
た
り
の
指
摘
と
論

述
も
、
本
書
の
読
み
応
え
が
あ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
︒

　
中
国
の
明
清
時
代
の
交
替
時
期
に
現
わ
れ
た
江
戸
時
代
は
日
本
詩
歌
の
ル

ネ
サ
ン
ス
の
一
つ
で
は
な
い
か
と
、
私
は
ず
っ
と
思
っ
て
い
る
︒
五
・
七
・

五
と
い
う
俳
句
の
形
は
芭
蕉
の
時
代
に
は
完
全
に
は
固
ま
っ
て
お
ら
ず
、
連

歌
か
ら
俳
諧
連
歌
へ
、
ま
た
俳
諧
連
歌
か
ら
発
展
し
な
が
ら
俳
句
に
変
化
し

た
の
は
芭
蕉
よ
り
後
だ
が
、
芭
蕉
は
オ
リ
ジ
ナ
ル
な
俳
風
を
樹
立
す
る
と
同

時
に
、
そ
の
革
新
を
起
こ
し
俳
句
の
新
し
い
一
ペ
ー
ジ
を
め
く
っ
た
︒
芭
蕉

は
中
国
で
い
え
ば
李
白
の
よ
う
な
存
在
で
、
ま
る
で
神
に
特
別
に
愛
さ
れ
、

神
に
特
別
な
霊
感
を
与
え
ら
れ
た
よ
う
な
感
じ
が
す
る
︒
芭
蕉
の
俳
句
に
潜

む
普
遍
性
と
深
遠
さ
、
そ
し
て
ど
の
時
代
に
お
い
て
も
そ
の
新
し
さ
が
保
た

れ
た
こ
と
、
ど
の
言
語
に
訳
し
て
も
そ
の
ポ
エ
ジ
ー
が
通
用
す
る
現
象
は
言

葉
の
表
現
を
超
え
て
い
る
と
思
う
︒
今
ま
で
の
人
類
の
歴
史
の
中
で
、
芭
蕉

と
李
白
の
よ
う
な
詩
人
は
お
そ
ら
く
ど
の
言
語
に
も
稀
な
存
在
で
は
な
い
か

と
思
わ
れ
る
︒
芭
蕉
の
後
に
登
場
し
た
、
現
実
と
向
き
合
う
一
茶
と
ロ
マ
ン

的
で
画
像
性
の
強
い
俳
風
を
示
し
た
蕪
村
も
、
明
治
に
俳
句
の
形
を
定
着
さ

せ
た
子
規
な
ど
も
数
多
く
名
句
を
残
し
た
こ
と
に
つ
い
て
、
本
書
の
枠
組
み

を
超
え
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
俳
句
の
世
界
性
に
一
言
触
れ
れ
ば
も
っ
と
良

い
の
で
は
な
い
か
思
う
︒

　
近
代
詩
の
生
ま
れ
た
時
期
、
真
っ
先
に
﹃
蓬
莱
曲
』（
一
八
九
一
）
と
い
う

詩
劇
を
自
費
出
版
し
た
北
村
透
谷
は
日
本
近
代
詩
の
基
礎
を
固
め
、
六
年
後

の
一
八
九
七
年
、
そ
れ
の
影
響
を
う
け
て
島
崎
藤
村
が
自
分
の
個
人
詩
集

﹃
若
菜
集
』
を
初
め
て
世
に
送
り
出
し
た
︒
こ
の
よ
う
な
近
代
詩
集
は
東
ア
ジ

ア
に
と
っ
て
初
め
て
の
出
来
事
で
あ
る
︒
も
ち
ろ
ん
、
そ
の
以
前
に
出
版
さ

れ
た
訳
詩
集
の
﹃
新
体
詩
抄
』（
一
八
八
二
）
と
﹃
於お

母も

影か
げ

』（
一
八
八
九
）
が
、

明
治
詩
人
た
ち
に
与
え
た
影
響
は
、
本
書
に
書
か
れ
た
通
り
、
大
き
い
︒
近

代
詩
が
ど
う
や
っ
て
形
成
さ
れ
た
か
、
そ
れ
か
ら
後
に
多
く
の
詩
歌
流
派
が

誕
生
す
る
中
で
、
ロ
マ
ン
派
や
象
徴
派
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
派
、
耽
美
派
な
ど

の
詩
人
た
ち
が
、
ど
う
や
っ
て
展
開
し
て
い
た
か
に
つ
い
て
も
、
細
か
く
論

じ
ら
れ
て
い
る
︒
と
同
時
に
、﹃
明
星
』
派
の
メ
ン
バ
ー
と
し
て
、
定
型
詩
と

自
由
詩
を
跨
り
ど
ち
ら
に
も
功
績
を
残
し
て
活
躍
し
た
与
謝
野
晶
子
と
石
川

啄
木
に
つ
い
て
の
論
述
は
、
印
象
深
い
も
の
だ
っ
た
︒

　
戦
前
戦
後
の
日
本
現
代
詩
に
関
し
て
は
、
宮
沢
賢
治
、
高
村
光
太
郎
、
西

脇
順
三
郎
、
三
好
達
治
、
立
原
道
造
、
中
原
中
也
ら
を
中
心
に
論
じ
ら
れ
て

い
る
︒
戦
後
詩
に
つ
い
て
は
、
主
に
﹃
荒
地
』
と
﹃
列
島
』
派
の
詩
人
た
ち

を
検
証
し
た
︒
一
九
五
〇
〜
六
〇
年
代
に
活
躍
し
た
詩
人
と
し
て
大
岡
信
、
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飯
島
耕
一
、
清
岡
卓
行
な
ど
の
詩
精
神
と
テ
ク
ス
ト
に
つ
い
て
分
析
し
な
が

ら
、
戦
後
詩
の
発
展
軌
跡
を
明
ら
か
に
し
、
そ
の
必
然
性
と
時
代
的
意
義
を

強
調
し
た
︒
ほ
か
に
﹃
マ
チ
ネ
・
ポ
エ
テ
ィ
ク
』、﹃
近
代
詩
苑
』、﹃
四
季
』、

﹃V
O

U

』、﹃
歴
程
』、﹃
鰐
』
な
ど
の
同
人
誌
に
つ
い
て
も
言
及
し
て
い
る
が
、

触
れ
る
だ
け
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
︒
も
う
一
つ
少
し
残
念
に
思
っ
た
の
は
、

日
本
戦
後
詩
の
柱
の
よ
う
な
存
在
と
し
て
、
五
〇
年
代
か
ら
今
日
ま
で
数
多

く
の
名
作
を
書
き
、
数
十
か
国
で
翻
訳
さ
れ
た
、
国
際
的
に
高
く
評
価
さ
れ

読
ま
れ
た
「
国
民
詩
人
」
谷
川
俊
太
郎
に
触
れ
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
︒
無

意
識
の
う
ち
に
見
落
と
さ
れ
て
し
ま
っ
た
か
、
そ
れ
と
も
も
と
も
と
そ
う
い

う
認
識
が
足
り
な
か
っ
た
か
に
関
し
て
は
、
本
人
に
聞
か
な
い
と
確
認
で
き

な
い
が
、
本
書
の
成
功
は
さ
さ
い
な
欠
点
で
覆
い
隠
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
︒

と
は
い
え
、
最
終
章
と
し
て
入
れ
る
べ
き
も
の
が
な
い
の
は
残
念
で
あ
る
︒

　
十
数
年
前
に
作
者
の
唐
月
梅
氏
と
葉
渭
渠
氏
の
お
宅
訪
問
を
し
た
こ
と
が

あ
る
︒
書
斎
で
本
棚
に
囲
ま
れ
た
テ
ー
ブ
ル
に
つ
い
て
、
お
茶
を
つ
い
で
く

だ
さ
っ
た
唐
氏
の
優
し
い
姿
は
鮮
明
に
覚
え
て
い
る
︒
帰
り
に
二
人
か
ら
サ

イ
ン
入
り
の
本
を
た
く
さ
ん
い
た
だ
い
た
こ
と
は
、
今
も
幸
せ
に
思
っ
て
い

る
︒


