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長
堀
祐
造
先
生
を
送
る
言
葉

櫻
庭
ゆ
み
子

そ
の
昔
、
院
生
に
な
り
た
て
の
頃
、
右
も
左
も
わ
か
ら
ず
闇
雲
に
あ
が
い
て
い
た
時
期
、
研
究
室
の
隅
で
参
考
書
を
見
て
い
た
『
猫

頭
鷹（

（
（

』
メ
ン
バ
ー
の
一
人
の
先
輩
に
「
な
ぜ
文
学
を
や
る
の
で
す
か
」
と
恐
る
恐
る
問
い
か
け
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
畏
敬
の
念
で
崇
め

て
い
た
そ
の
先
輩
か
ら
返
っ
て
き
た
の
は
、「
そ
う
い
う
質
問
は
す
べ
き
で
は
な
い
」
と
い
う
憮
然
と
し
た
答
え
だ
っ
た
。

あ
れ
か
ら
三
十
年
余
り
が
た
ち
、
し
か
し
、
な
ぜ
文
学
を
や
る
の
か
、
こ
の
問
い
は
そ
の
時
々
で
文
脈
を
変
え
つ
つ
絶
え
ず
頭
の
隅

で
響
き
続
け
た
／
て
い
る
。
言
葉
で
成
り
立
つ
こ
の
分
野
を
対
象
に
扱
う
者
の
一
人
と
し
て
。
特
に
こ
の
八
年
、
自
称
「
国
の
リ
ー
ダ

ー
」
た
ち
に
よ
っ
て
一
つ
一
つ
言
葉
が
壊
さ
れ
て
い
く
信
じ
難
い
光
景
を
前
に
し
て

―
多
く
の
名
詞
、
形
容
詞
、
接
続
詞
が
ダ
メ
ー

ジ
を
受
け
た
。
そ
し
て
今
、
サ
バ
テ
ィ
カ
ル
か
ら
戻
り
ス
ク
リ
ー
ン
越
し
に
学
生
に
文
学
を
語
り
な
が
ら
も
、
幾
度
と
な
く
。

文
学
と
は
、
学
術
研
究
の
中
で
は
「
唯
一
ア
マ
チ
ュ
ア
的
要
素
を
残
す
分
野
」
と
さ
る
研
究
者
が
言
っ
て
い
た
が
、
誤
解
を
招
き
か

ね
な
い
こ
の
謂
が
意
味
す
る
の
は
、
文
学
（
研
究
（
が
そ
の
発
露
の
対
象
と
す
る
の
は
専
門
用
語
を
解
さ
な
い
一
般
の
人
々
で
あ
り
、

文
学
と
は
誰
も
が
足
を
踏
み
入
れ
て
よ
い
領
域
だ
と
い
う
こ
と
、
い
わ
ば
日
々
の
生
活
の
す
ぐ
横
に
あ
る
の
が
文
学
だ
と
い
う
こ
と
だ
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ろ
う
。
こ
の
領
域
を
扱
う
側
（
対
象
が
同
時
代
に
近
づ
く
に
つ
れ
、
そ
れ
は
文
芸
批
評
の
要
素
を
強
く
す
る
（
か
ら
言
え
ば
、
ど
れ
ほ

ど
精
緻
な
テ
ク
ス
ト
分
析
を
し
よ
う
と
、
抽
象
領
域
に
と
ど
ま
る
の
で
は
な
く
必
ず
人
間
探
求
と
い
う
少
し
土
臭
い
営
み
へ
と
つ
な
が

る
べ
き
も
の
だ
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

但
し
扱
い
手
の
研
究
者
の
側
に
は
、
科
学
者
が
対
象
に
向
か
う
の
と
は
違
う
種
類
の
、「
文
字
通
り
」
の
厳
格
さ
が
要
求
さ
れ
る
。

何
が
起
き
た
か
の
事
実
を
追
究
す
る
伝
記
、
回
想
録
等
を
読
み
解
く
作
業
を
行
う
場
合
は
特
に
そ
う
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
そ
こ
に
は
ま

た
扱
い
手
の
人
生
態
度
が
よ
り
強
く
反
映
さ
れ
る
の
も
他
分
野
と
異
な
る
点
で
あ
る
。

普
段
は
穏
や
か
で
優
し
く
接
し
て
く
だ
さ
る
長
堀
氏
だ
が
、
そ
の
著
作
『
魯
迅
と
ト
ロ
ツ
キ
ー
』
を
は
じ
め
、『
初
期
共
産
党
群
像　

ト
ロ
ツ
キ
ス
ト
鄭
超
麟
回
憶
録
』、『
陳
独
秀
文
集
』
等
の
数
々
の
翻
訳
の
そ
の
丁
寧
な
訳
注
、
詳
細
な
人
間
関
係
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を

展
開
す
る
こ
れ
ら
の
回
想
録
、
文
章
の
書
か
れ
た
歴
史
的
背
景
を
論
じ
る
「
解
説
」、
ど
れ
一
つ
と
っ
て
も
一
言
一
句
ゆ
る
が
せ
に
し

な
い
言
葉
へ
の
厳
し
い
姿
勢
が
あ
る
。
言
葉
に
即
し
て
の
「
文
字
通
り
」
の
厳
格
さ
で
あ
る
。

事
実
を
追
い
資
料
を
収
集
し
分
析
し
、
そ
れ
を
誠
実
に
語
る
。
氏
の
姿
勢
は
あ
る
意
味
歴
史
家
の
そ
れ
に
近
い
が
、
個
別
の
事
例
か

ら
歴
史
の
法
則
を
見
極
め
よ
う
と
す
る
の
と
は
逆
の
ベ
ク
ト
ル
で
、
特
定
の
個
人
に
的
を
絞
っ
て
心
情
の
「
機
微
」
に
迫
ろ
う
と
す
る

点
で
、
語
り
部
、
仲
介
者
の
よ
う
な
仕
事
が
な
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
。
ま
ず
、「
何
が
起
き
た
か
」
を
追
究
す
る
時
に
は
、
推
測
は

極
力
排
除
す
る
。
す
で
に
起
こ
っ
た
過
去
の
こ
と
は
当
事
者
以
外
に
は
知
り
え
な
い
。
そ
れ
を
第
三
者
と
し
て
語
る
場
合
に
は
、
当
事

者
の
語
り
を
聞
い
た
周
囲
の
人
々
の
証
言
が
貴
重
と
な
る
。
そ
の
証
言
を
得
る
た
め
に
は
嘘
の
な
い
言
葉
で
語
り
手
や
証
言
者
、
つ
ま

り
他
者
と
の
関
係
構
築
を
図
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
ア
ー
カ
イ
ブ
発
掘
に
勝
る
と
も
劣
ら
ぬ
労
力
が
要
求
さ
れ
る
。
そ
う
い
っ
た
証
言
は

ま
た
、
当
時
の
状
況
と
そ
れ
を
第
三
者
に
語
る
際
の
状
況
に
影
響
を
受
け
、
そ
し
て
証
言
を
見
聞
き
す
る
私
た
ち
読
み
手
の
状
況
が
更

に
か
ぶ
さ
っ
て
く
る
。
当
然
、
完
璧
に
「
正
し
い
」
こ
と
は
あ
り
え
な
い
。
そ
こ
で
問
わ
れ
る
の
は
誠
実
さ
で
あ
る
。



3

長堀祐造先生を送る言葉

資
料
を
集
め
読
み
込
む
作
業
で
対
象
に
寄
り
添
う
う
ち
に
、
人
間
が
人
間
た
る
所
以
の
想
像
力
が
動
き
出
し
、
い
つ
し
か
共
感
が
対

象
へ
の
自
己
同
一
化
の
陥
穽
に
陥
る
危
険
が
伴
う
。
対
象
が
考
え
た
こ
と
、
思
っ
た
こ
と
推
測
し
た
こ
と
を
、
思
わ
ず
事
実
と
し
て
書

き
込
む
誘
惑
が
働
く
の
だ
が
、
こ
の
誘
惑
を
如
何
に
抑
え
、
そ
れ
に
抗
い
、
近
づ
き
す
ぎ
た
対
象
か
ら
い
っ
た
ん
身
を
離
し
、
観
察
し

得
た
こ
と
を
書
き
記
す
作
業
に
集
中
で
き
る
か
、
こ
れ
が
学
者
と
似
非
学
者
の
分
か
れ
目
と
な
る
。
長
堀
氏
は
、「
事
実
の
語
る
所
を

記
す
こ
と
が
筆
者
の
義
務
」（『
魯
迅
と
ト
ロ
ツ
キ
ー
』（
と
さ
ら
り
と
仰
り
、「
事
実
」
に
も
の
を
言
わ
せ
る
。「
想
像
」
の
誘
惑
に
引

き
ず
ら
れ
な
い
た
め
に
必
要
な
の
は
、
足
を
使
っ
て
集
め
た
第
一
次
資
料
か
ら
、
対
象
を
ま
き
こ
ん
だ
「
事
件
」
の
要
因
、
原
因
を
見

極
め
る
洞
察
力

―
こ
れ
に
は
通
時
的
、
共
時
的
両
面
で
の
知
識
の
蓄
積
と
因
果
関
係
の
細
い
糸
を
見
極
め
る
集
中
力
・
忍
耐
が
要
求

さ
れ
る
。
問
わ
れ
る
の
は
や
は
り
、
想
像
、
イ
メ
ー
ジ
が
余
計
に
動
こ
う
と
す
る
誘
惑
に
屈
し
て
自
他
を
裏
切
る
不
誠
実
を
徹
底
的
に

排
除
す
る
姿
勢
、
絶
え
ず
立
ち
止
ま
っ
て
考
え
抜
く
粘
り
強
さ
、
と
ど
の
つ
ま
り
偽
を
排
す
る
誠
実
さ
な
の
で
あ
る
。
膨
大
な
情
報
を

腑
分
け
し
論
を
立
て
る
長
堀
氏
の
論
証
、
詳
細
な
注
と
と
も
に
慎
重
に
言
葉
を
選
ぶ
翻
訳
に
は
、
こ
の
誠
実
な
姿
勢
、
そ
し
て
そ
の
結

果
示
さ
れ
る
真
実
の
力
強
さ
、
が
あ
る
。

私
た
ち

―
近
代
以
降
の
中
国
文
学
を
対
象
と
す
る
研
究
者
の
み
な
ら
ず

―
に
と
っ
て
特
に
今
、
こ
れ
が
ど
ん
な
に
貴
重
で
勇
気

づ
け
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
か
。
言
葉
に
対
す
る
誠
実
さ
、
こ
れ
が
軽
ん
じ
ら
れ
た
社
会
が
今
現
在
私
た
ち
が
置
か
れ
た
混
乱
状
態

で
あ
り
、
そ
こ
か
ら
は
、
独
裁
に
い
た
る
少
数
の
支
配
者
と
大
多
数
の
奴
隷
か
ら
成
る
抑
圧
社
会
か
、
カ
オ
ス
か
ら
一
気
に
破
滅
へ
突

き
進
む
「
か
つ
て
来
た
道
」
の
再
登
場
が
あ
る
の
み
で
あ
る
。
氏
の
著
作
及
び
対
象
に
向
き
合
う
研
究
姿
勢
は
、
人
間
存
在
の
抑
圧
に

向
か
う
こ
の
危
険
性
に
対
す
る
警
告
を
し
っ
か
り
と
示
し
て
く
れ
て
い
る
。

そ
し
て
、「
魯
迅
に
と
っ
て
す
ぐ
れ
た
文
芸
作
品
の
前
提
は
作
家
の
内
面
的
な
自
由
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
」（『
魯
迅
と
ト
ロ
ツ
キ

ー（
（
（

』（
と
、
き
っ
ぱ
り
と
言
い
切
っ
た
こ
の
魯
迅
評
価
と
説
得
力
あ
る
そ
の
論
証
に
よ
っ
て
、
ど
れ
だ
け
魯
迅
が
身
近
な
存
在
に
な
っ
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た
こ
と
か
、
こ
れ
は
お
伝
え
し
て
お
き
た
い
。
対
象
へ
と
迫
る
こ
の
姿
勢
と
切
り
込
み
方
は
、
ま
た
、
時
代
と
対
象
を
変
え
て
「
言
葉

の
綾
」
を
読
み
解
く
作
業
を
試
み
る
際
の
多
く
の
ヒ
ン
ト
と
指
針
を
私
た
ち
に
与
え
て
く
れ
る
の
で
あ
る
。

長
堀
先
生
と
は
よ
く
来
往
舎
の
郵
便
ボ
ッ
ク
ス
前
で
お
会
い
し
た
。「
や
あ
、
櫻
庭
さ
ん
」
と
必
ず
声
を
か
け
て
く
だ
さ
る
。
そ
の

た
び
に
ホ
ッ
と
す
る
思
い
と
後
ろ
暗
い
気
持
ち

―
自
身
が
為
す
べ
き
こ
と
を
為
し
え
て
い
な
い
こ
と
に
起
因
す
る

―
が
な
い
ま
ぜ

に
な
る
、
そ
ん
な
こ
と
が
繰
り
返
さ
れ
、
二
十
数
年
が
経
っ
た
。

長
堀
先
生
に
は
慶
應
で
教
壇
に
立
っ
て
か
ら
今
日
ま
で
陰
に
陽
に
、
言
葉
で
は
言
い
表
せ
ぬ
ほ
ど
お
世
話
に
な
っ
た
。
窮
地
に
陥
っ

た
時
は
必
ず
手
を
差
し
伸
べ
て
く
だ
さ
っ
た
。「
こ
れ
で
は
意
味
が
分
か
り
ま
せ
ん
」
と
、
静
か
に
し
か
し
厳
し
く
文
章
の
書
き
直
し

を
命
じ
ら
れ
た
こ
と
も
あ
っ
た
。
翻
訳
に
は
と
て
も
細
か
く
チ
ェ
ッ
ク
を
入
れ
て
く
だ
さ
っ
た
。
二
回
の
入
院
と
リ
ハ
ビ
リ
を
経
て
ブ

ラ
ン
ク
の
後
の
「
落
ち
こ
ぼ
れ
か
ら
さ
ら
に
落
ち
こ
ぼ
れ
た
」
苦
い
思
い
と
と
も
に
、
な
ぜ
私
は
こ
こ
に
い
る
の
か
、
能
力
欠
如
な
ら

ば
去
る
べ
き
で
は
な
い
か
、
と
人
生
の
折
り
返
し
地
点
を
と
う
に
過
ぎ
た
歳
で
情
け
な
く
も
自
問
し
続
け
た
こ
こ
十
数
年
、
ご
自
身
の

体
調
が
す
ぐ
れ
ぬ
中
で
先
生
が
い
つ
も
送
っ
て
く
だ
さ
る
年
賀
状
に
は
「
お
互
い
に
頑
張
り
ま
し
ょ
う
」
の
言
葉
が
あ
っ
た
。

今
回
「
送
る
言
葉
」
を
書
く
任
務
を
「
送
ら
れ
」
て
、
躊
躇
し
つ
つ
、
迷
い
つ
つ
、
何
度
も
書
き
直
し
な
が
ら
考
え
ま
し
た
。

「
人
間
は
詰
ま
る
と
こ
ろ
ど
の
世
代
も
順
繰
り
に
、
魯
迅
の
言
う
と
こ
ろ
の
「
中
間
物
」
で
あ
る
。
先
行
世
代
は
次
世
代
以
降
の
た

め
に
何
事
か
を
な
さ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
原
発
事
故
を
前
に
し
て
、
ま
た
混
迷
す
る
世
界
資
本
主
義
（
中
国
は
疑
い
な
く
そ
の

中
心
の
一
員
だ
（
の
中
で
、
子
供
を
救
い
、「
未
来
の
世
代
を
し
て
、
人
生
か
ら
す
べ
て
の
悪
と
抑
圧
と
暴
力
を
一
掃
さ
せ
、
心
行
く

ま
で
人
生
を
享
受
せ
し
め
」
る
こ
と
は
、
私
た
ち
の
義
務
で
あ
ろ
う
」。
ト
ロ
ツ
キ
ー
の
本
当
に
美
し
い
言
葉
を
最
後
に
引
か
れ
て

『
魯
迅
と
ト
ロ
ツ
キ
ー
』
の
結
び
と
さ
れ
た
長
堀
先
生
。「
そ
う
い
う
こ
と
で
す
よ
、
櫻
庭
さ
ん
」
と
い
う
こ
と
な
の
で
す
ね
。

振
り
返
り
難
い
こ
の
年
月
を
も
う
一
度
振
り
返
り
つ
つ
、
相
変
わ
ら
ず
非
力
で
能
力
不
足
で
あ
る
こ
と
を
自
覚
し
つ
つ
、
少
し
で
も
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歩
を
前
に
進
め
て
い
こ
う
と
思
い
ま
す
。

「
今
後
は
魯
迅
の
作
品
分
析
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」「
魯
迅
の
文
章
に
は
困
難
な
境
遇
に
あ
る
も
の
を
勇
気
づ
け
て
く
れ
る
何
か

が
あ
る
。
す
ぐ
れ
た
文
学
の
持
つ
力
が
あ
る
。
毛
沢
東
に
と
っ
て
も
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
。」
と
仰
ら
れ
て
い
ま
す
ね
。
ま
だ
ま
だ

現
役
の
長
堀
先
生
、
御
体
調
が
許
す
限
り
、
ど
う
か
今
後
と
も
ご
指
導
ご
鞭
撻
の
ほ
ど
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
、
と
述
べ
さ
せ

て
く
だ
さ
い
。

注（
（
（『
猫
頭
鷹
：
近
代
中
国
の
思
想
と
文
学
』「
新
青
年
」
読
書
会
、
一
九
八
三
年
か
ら
一
九
八
九
年
ま
で
続
い
た
研
究
雑
誌
。
読
書
会
の
メ

ン
バ
ー
は
、
当
時
中
国
現
代
文
学
、
中
国
哲
学
分
野
の
若
き
精
鋭
の
研
究
者
た
ち
で
あ
っ
た
。
長
堀
祐
造
も
名
を
連
ね
て
い
る
。

（
（
（
今
日
私
た
ち
に
と
っ
て
は
当
た
り
前
の
文
学
観
が
、「
文
学
が
政
治
に
奉
仕
す
る
」
が
テ
ー
ゼ
と
な
っ
た
政
治
状
況
で
右
派
的
思
想
と
し

て
否
定
さ
れ
て
き
た
の
は
周
知
の
こ
と
で
あ
る
。
尚
、
後
の
災
厄
の
要
因
と
な
っ
た
「
文
学
」
と
い
う
言
葉
に
誤
訳
の
問
題
が
絡
ん
で
い

た
こ
と
を
指
摘
し
た
の
も
長
堀
論
文
で
あ
る
。


