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内
田
魯
庵
文
芸
批
評
の
研
究

紅
葉
の
作
品
に
関
す
る
評
を
中
心
に
　
-

青

　

　

田

　

　

有

美

子

(
注
1
)

魯
庵
が
｢
山
田
美
妙
大
人
の
小
説
｣
と
題
す
る
｢
夏
木
立
｣
評
で
文
壇
に
登

場
し
た
の
は
'
明
治
二
十
一
年
十
月
の
こ
と
で
あ
っ
た
｡
そ
れ
以
来
'
魯
庵
は

数
多
-
の
文
芸
作
品
を
批
評
し
た
が
､
特
に
明
治
二
十
年
代
前
半
は
'
彼
の
1

生
を
通
じ
て
最
も
旺
盛
な
文
芸
批
評
執
筆
の
時
期
で
あ
っ
た
と
い
え
る
｡
こ
の

間
に
魯
庵
が
行
っ
た
批
評
を
み
る
と
'
同
時
代
の
小
説
に
関
す
る
も
の
だ
け
で

(
注
2
)

も
五
十
六
篇
､
取
り
あ
げ
た
作
品
数
は
七
土
崩
以
上
に
及
ん
で
い
る
の
が
わ
か

る
｡
こ
れ
を
視
点
を
変
え
て
作
家
別
に
検
討
す
る
と
'
紅
葉
'
小
波
'
思
案
'

九
華
'
眉
山
'
柳
浪
'
乙
羽
な
ど
硯
友
社
1
派
の
作
品
を
扱
っ
た
も
の
が
五
十

六
篇
中
二
十
二
篇
あ
り
'
こ
の
中
で
も
紅
葉
を
取
り
あ
げ
た
も
の
が
十
二
篤
と

断
然
多
い
こ
と
に
気
づ
-
の
で
あ
る
｡
本
稿
で
は
'
魯
庵
が
最
も
多
く
そ
の
作

品
を
取
り
あ
げ
'
強
い
関
心
を
示
し
て
い
た
紅
葉
に
対
す
る
評
を
中
心
に
'
批

評
の
特
色
や
評
価
の
基
準
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
と
思
う
｡

-
　
紅
葉
作
品
評
の
実
際

ま
ず
表
仙
で
あ
る
が
'
上
段
に
紅
葉
の
作
品
'
下
段
に
そ
れ
に
対
す
る
魯
庵

の
批
評
を
書
き
出
し
て
あ
る
｡
こ
の
う
ち
'
作
品
集
で
あ
る
『
初
時
雨
』
と
'

子
供
を
対
象
と
し
た
『
二
人
椋
助
』
『
鬼
桃
太
郎
』
-
の
三
篇
は
'
他
の
作
品
と

同
様
に
扱
う
わ
け
に
は
い
か
な
い
で
あ
ろ
う
か
ら
'
こ
こ
で
は
省
略
す
る
こ
と

に
す
る
｡
尚
'
残
り
九
篇
の
作
品
に
対
す
る
魯
庵
の
批
評
は
'
各
々
特
色
が
あ

り
'
魯
庵
の
批
評
の
視
点
を
探
る
上
で
意
味
が
あ
る
の
で
あ
る
が
'
紙
面
の
関

係
上
'
特
に
魯
庵
の
批
評
の
特
色
を
如
実
に
示
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
四
篇

-
　
｢
京
人
形
｣
評
'
『
色
魔
悔
』
評
'
｢
南
無
阿
爾
陀
悌
｣
評
'
｢
唐
山
蔑
｣

評
　
-
　
を
中
心
に
考
察
し
て
い
き
た
い
.
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回
｢
風
流
京
人
形
｣
評

魯
庵
が
紅
葉
の
作
品
中
'
最
初
に
批
評
し
た
の
は
　
｢
風
流
京
人
形
｣
で
あ

る
｡

こ
の
評
の
中
で
'
魯
庵
は
紅
葉
の
<
文
節
>
'
つ
ま
り
<
文
殊
>
や
修
辞
に

つ
い
て
'紅

葉
山
人
の
筆
は
躍
桟
無
轟
な
り
.
西
鶴
其
碩
を
玩
味
せ
ざ
れ
ば
如
此
き

地
の
文
を
作
る
能
は
ず
'
京
樽
三
馬
の
紳
臆
を
得
ざ
れ
ば
斯
く
ま
で
詞
に

自
在
な
る
能
は
ず
｡
殊
に
1
種
の
雅
俗
折
衷
鉢
を
以
て
微
細
に
情
敦
を
拓

馬
せ
し
巧
妙
に
到
っ
て
は
濁
り
硯
友
社
に
吃
立
す
る
の
み
な
ら
ず
江
湖
幾

多
の
小
説
家
皆
背
後
に
睦
若
た
ら
ざ
る
を
得
ず
'
第
八
回
の
如
き
は
唯
文

庫
に
燦
然
た
る
の
み
な
ら
ず
紛
々
た
る
世
間
の
小
説
雑
誌
悉
-
其
光
を
失

ふ
の
感
あ
り
｡

と
述
べ
'
紅
葉
の
筆
を
｢
縦
横
無
轟
｣
で
あ
る
と
認
め
.
｢
雅
俗
折
衷
鉢
｣
　
の

巧
妙
さ
を
賞
賛
し
て
い
る
｡
又
'
<
文
字
>
に
つ
い
て
も
'
｢
殆
ん
ど
間
然
す

べ
き
な
し
｣
と
し
て
､
極
端
に
特
異
な
文
字
を
用
い
て
い
る
と
こ
ろ
'
形
容
の

不
的
確
な
と
こ
ろ
を
指
摘
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
｡

と
こ
ろ
が
'
<
脚
色
>
に
関
す
る
批
評
の
部
分
で
'
魯
庵
は
'

全
篇
よ
り
評
す
れ
ば
(
略
)
支
離
滅
裂
と
日
は
ん
よ
り
外
な
し
｡
(
略
)

若
し
篇
々
個
々
と
し
て
評
す
れ
ば
｢
京
人
形
｣
は
完
美
の
も
の
な
る
べ
け

マ
マ

れ
ど
　
-
　
若
し
字
句
に
議
す
べ
き
な
け
ば
全
篇
の
脚
色
を
問
は
ず
と
日
へ

ば
｢
京
人
形
｣
を
こ
そ
立
派
な
る
小
評
と
云
っ
て
可
な
る
べ
け
れ
ど
1

(
略
)
　
如
何
せ
ん
首
尾
貫
轍
せ
ず
液
相
鷹
ぜ
ざ
れ
ば
図
滴
と
云
ひ
が
た
き

を
｡

或
い
は
､個

々
別
々
に
見
れ
ば
極
め
て
美
な
り
と
雄
も
合
同
し
て
〓
崩
と
な
せ
ば
是

を
完
美
な
る
小
説
と
云
ふ
べ
か
ら
ず
'
否
　
-
　
無
遠
慮
に
云
へ
ば
ツ
ジ
ツ

マ
合
は
ぬ
極
め
て
不
完
全
な
る
も
の
と
云
ふ
べ
し
｡
(
略
)
｢
京
人
形
｣
の

手
際
は
　
-
　
中
に
も
第
六
第
八
両
回
の
如
き
は
迄
に
｢
花
車
｣
及
｢
五
月

マ
マ

鯉
｣
に
優
れ
と
も
肝
心
な
る
脚
色
の
一
線
通
徹
せ
ざ
る
は
此
絶
妙
好
軒
を

し
て
死
物
た
ら
し
む
る
に
似
た
り
｡
(
略
)
　
余
が
　
｢
京
人
形
｣
の
作
者
と

紅
葉
山
人
の
新
著
に
於
て
倍
む
虞
は
即
ち
此
1
鮎
に
あ
り
.

と
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
｡
つ
ま
り
'
∧
字
句
>
<
文
節
∨
に
優
れ
'
部
分
的

に
｢
完
美
｣
で
あ
っ
た
と
し
て
も
'
<
脚
色
>
が
｢
1
線
通
徹
｣
し
て
い
な
い

限
り
'
巧
妙
な
文
章
も
そ
の
効
を
発
揮
で
き
な
い
'
と
'
<
字
句
>
の
み
に
注

意
が
払
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
批
判
し
て
い
る
の
で
あ
る
｡

こ
れ
か
ら
考
え
る
と
'
魯
庵
が
小
説
の
要
素
と
し
て
重
ん
じ
て
い
た
の
は
'

<
字
句
>
<
文
節
>
よ
り
も
<
脚
色
>
で
あ
っ
た
と
言
え
る
の
で
は
な
か
ろ
う

か
｡
こ
の
こ
と
は
'
｢
肝
心
な
る
脚
色
｣
　
と
い
う
表
現
を
し
て
い
る
と
こ
ろ
か

ら
も
窺
え
る
し
､
<
脚
色
V
が
三
見
し
て
い
な
い
理
由
を
多
く
の
紙
面
を
割
い

て
説
い
て
い
る
こ
と
か
ら
も
推
測
で
き
る
｡

又
'
こ
の
評
の
末
に
'
魯
庵
は
'

｢
京
人
形
｣
　
は
親
に
追
ば
れ
て
作
ら
れ
し
と
考
ふ
れ
は
評
す
る
も
野
暮
｡

と
述
べ
て
い
る
｡
｢
評
す
る
も
野
暮
｣
と
は
　
｢
評
す
る
に
値
し
な
い
｣
と
言
う

の
も
同
然
で
あ
る
｡
と
す
れ
ば
'
こ
の
1
文
で
魯
庵
は
｢
京
人
形
｣
を
完
全
に

否
定
し
た
こ
と
に
な
る
.
先
に
引
用
し
た
よ
う
に
'
彼
は
<
脚
色
>
の
｢
一
線

通
徹
せ
ざ
る
｣
点
を
挙
げ
て
'
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余
が
｢
京
人
形
｣
の
作
者
と
紅
葉
山
人
の
新
著
に
於
て
惜
む
虞
は
即
ち
此

1
鮎
に
あ
り
.

と
述
べ
て
い
た
｡
然
る
に
'
最
終
的
に
は
　
｢
許
す
る
も
野
暮
｣
｡
と
い
う
評
価

を
下
し
て
い
る
わ
け
だ
か
ら
'
単
純
に
考
え
る
と
'
｢
脚
色
の
一
線
通
徹
せ
ざ

る
｣
と
い
う
'
ほ
ん
の
1
点
が
'
こ
の
作
品
を
｢
詐
す
る
も
野
暮
｣
な
も
の
に

し
て
し
ま
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
｡
こ
の
よ
う
な
速
断
が
百
パ
ー
セ
ン
ト
許

さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
だ
ろ
う
｡
し
か
し
'
少
な
-
と
も
<
脚
色
>
の
三
見
性

が
'
魯
庵
の
作
品
を
評
価
す
る
際
の
1
つ
の
基
準
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い

る
と
い
え
よ
う
｡

そ
の
他
'
魯
庵
は
<
趣
向
>
が
　
｢
纏
の
つ
か
ぬ
も
の
｣
　
で
あ
る
こ
と
や
'

<
立
案
>
が
｢
所
謂
馬
鹿
者
の
極
巣
｣
を
措
こ
う
と
し
た
｢
恐
る
べ
｣
き
も
の

で
あ
る
こ
と
に
も
触
れ
て
い
る
が
'
私
が
特
に
注
意
し
た
い
と
思
う
の
は
'
冒

頭
部
分
で
の

京
人
形
は
美
な
る
栽
'
艶
な
る
哉
'
悟
む
ら
-
は
活
動
の
精
神
に
乏
し
｡

と
い
う
指
摘
で
あ
る
｡
つ
ま
り
'
こ
の
作
品
が
'
生
き
生
き
と
し
た
人
間
で
は

な
く
｢
京
人
形
｣
し
か
描
け
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
が
'
残
念
な

こ
と
に
､
ど
の
よ
う
な
点
が
｢
活
動
の
精
神
｣
に
乏
し
い
の
か
'
又
'
何
故
こ

の
よ
う
な
弊
に
陥
っ
て
い
る
の
か
'
と
い
う
言
及
を
魯
庵
は
全
-
行
っ
て
い
な

い
の
で
あ
る
｡
な
る
ほ
ど
'
<
脚
色
>
が
一
貫
し
な
い
例
と
し
て
'
永
代
'
袖

の
人
物
造
型
の
矛
盾
'
二
宅
や
竹
田
が
永
代
を
フ
ー
ル
で
あ
る
と
知
ら
ず
に
夢

中
に
な
る
不
自
然
さ
を
挙
げ
て
は
い
る
が
'
こ
れ
は
<
脚
色
V
の
1
貫
性
と
い

う
視
点
か
ら
人
物
を
見
て
い
る
に
す
ぎ
ず
'
登
場
人
物
を
如
何
に
生
か
す
か
'

ど
の
よ
う
に
掘
り
下
げ
る
か
､
と
い
う
側
か
ら
の
指
摘
で
は
な
い
｡
｢
京
人
形
｣

の
<
脚
色
>
の
不
手
際
が
目
に
つ
き
す
ぎ
た
の
か
'
或
い
は
小
説
に
於
け
る

<
脚
色
>
を
重
要
視
し
す
ぎ
た
の
か
'
魯
庵
は
｢
惜
む
ら
-
は
活
動
の
精
神
に

乏
し
｡
｣
　
と
い
う
発
見
を
つ
き
つ
め
て
は
い
な
い
の
で
あ
る
｡
し
か
し
'
小
説

中
に
於
け
る
人
物
の
あ
り
方
に
注
目
し
た
発
言
と
し
て
'
こ
の
指
摘
は
記
憶
し

て
よ
い
も
の
だ
と
思
う
｡

㈲
『
二
人
比
丘
尼
色
魔
悔
』
評

ま
ず
､
こ
の
批
評
を
〓
訳
し
て
感
じ
る
の
は
'
批
評
の
方
法
が
他
の
紅
葉
作

品
評
と
は
異
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
｡
特
に
そ
の
差
異
を
感
じ
る
の

は
(
其
こ
　
で
あ
る
｡
｢
ま
づ
順
々
に
申
さ
う
ぞ
｡
表
紙
は
凝
っ
た
も
の
'
古

代
摸
様
に
紺
鑑
金
泥
は
面
白
し
畠
蝕
は
面
白
か
ら
ず
｡
｣
　
と
書
き
始
め
て
'

扉
'
序
文
'
自
序
'
本
文
と
貢
を
迫
っ
て
表
現
の
不
的
確
'
括
画
の
出
来
具
合

な
ど
に
つ
い
て
綿
々
と
述
べ
て
い
る
｡
た
と
え
ば
'

二
十
三
貢
に
｢
お
ツ
し
や
ツ
て
は
下
さ
り
ま
せ
ぬ
｣
と
あ
る
は
夫
に
封
す

る
詞
に
て
他
人
に
物
語
る
と
は
恩
は
ず
｡
二
十
六
頁
に
｢
此
上
も
な
い
弘

誓
の
船
｣
　
と
あ
る
は
中
々
シ
ャ
レ
ク
文
句
是
が
比
丘
尼
の
口
か
ら
出
る

と
は
-
-
｡
二
十
九
頁
に
｢
鋸
に
柄
や
附
け
た
る
｣
と
は
不
思
議
'
柄
の

い

づ

.

～

}

な
き
鋸
は
そ
も
何
処
に
や
あ
る
｡

と
い
う
ふ
う
で
あ
る
｡

(
注
3
)

最
近
出
版
さ
れ
た
『
内
田
魯
庵
集
』
の
解
題
で
稲
垣
達
郎
氏
は

｢
色
魔
悔
｣
は
『
監
尼
色
魔
悔
』
'
吉
岡
書
籍
店
が
新
企
轟
の
書
き
お
ろ
し

創
作
シ
-
-
ズ
の
小
冊
子
｢
新
著
百
種
｣
の
第
一
我
で
あ
る
｡
(
略
)
　
1
種

新
鮮
な
企
苗
と
し
て
迎
与
り
れ
た
ら
し
い
.
魯
庵
が
外
装
か
ら
は
じ
ま
っ
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i

日
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
=

て
括
番
に
も
眼
を
-
ぼ
っ
て
い
る
の
も
､
そ
う
い
う
事
情
と
無
関
係
で
は

な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
｡

と
述
べ
て
い
る
｡
確
か
に
｢
新
著
冒
種
｣
が
当
時
斬
新
な
企
画
で
あ
り
､
装
丁

の
面
で
も
注
目
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
事
実
で
あ
る
か
ら
稲
垣
氏
の
指
摘
は
尤
も

な
も
の
だ
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
｡

し
か
し
'
前
に
引
用
し
た
よ
う
な
表
現
面
で
の
仔
細
に
わ
た
る
批
評
を
考
え

あ
わ
せ
た
場
合
'
そ
こ
に
も
う
一
つ
注
意
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
こ
と
が
あ

る
.
そ
れ
は
'
(
英
一
)
　
に
み
ら
れ
る
批
評
の
方
法
そ
の
も
の
が
'
紅
葉
の
文

芸
批
評
の
方
法
と
極
め
て
類
似
し
て
い
る
と
い
う
点
で
あ
る
｡

紅
葉
は
明
治
二
十
1
年
'
｢
我
楽
多
文
庫
｣
　
の
七
'
八
'
九
号
に
美
妙
の

｢
夏
木
立
｣
の
評
を
連
載
し
た
が
'
こ
れ
と
『
色
魔
悔
』
評
の
(
其
こ
　
の
批

評
の
方
法
及
び
視
点
の
置
き
ど
こ
ろ
が
非
常
に
似
て
い
る
の
で
あ
る
｡
紅
葉
の

｢
夏
木
立
｣
評
は
｢
ま
づ
表
紙
の
給
か
ら
申
さ
う
ぞ
｣
で
始
ま
り
'
｢
言
語
は

生
ぬ
る
い
虞
多
し
｣
と
か
｢
(
略
)
な
ど
ハ
飴
程
舌
ツ
た
る
い
文
句
に
閲
へ
る

こ
れ
は
武
璽
畠
｡
に
か
い
た
方
が
い
～
｣
と
か
い
う
表
現
に
関
す
る
纏
か
な
評

が
続
き
'
描
画
に
も
筆
を
及
ば
せ
て
い
る
｡
少
し
そ
の
本
文
を
引
用
し
て
み
よ

う
｡

ス

テ

ツ

ペ

ン

八
頁
に
寛
に
が
十
バ
か
り
兄
へ
る
こ
れ
聞
苦
る
し
い
の
素
天
連
な
り
　
意

味
を
強
め
る
馬
か
ハ
知
ら
ね
ビ
ア
､
樺
山
で
は
鼻
に
つ
く
-
-
･
賓
に
鼻
に

デ
‖
/

っ
く
(
冷
か
し
ち
や
因
る
)
　
十
三
頁
｢
歴
ぴ
あ
す
｣
が
口
説
の
儀
下
に

内
は
ゝ
無
言
の
所
作
事
だ
な
･
･
･
･
･
･
い
よ
妙
だ
千
金
の
値
ひ
が
あ
る
て
･
･
･
･
･
･

な
は
煩
悩
の
犬
が
呪
え
て
来
て
-
-
･
》
こ
ん
な
酒
落
半
分
な
口
詮
方
で
誰

が
し
た
が
ふ
も
の
ぞ
(
略
)
か
-
申
す
紅
葉
が
女
で
あ
っ
た
と
し
た
虞
が

(
フ
ウ
其
顔
で
-
-
ア
ラ
凄
ま
し
の
仰
せ
)
か
～
る
上
ず
っ
た
-
-
人
を

袷
か
す
や
う
な
口
詮
方
で
落
る
も
の
か
(
誰
が
酔
興
に
口
説
く
も
の
か
)

頁
を
追
っ
て
批
評
し
て
い
-
と
こ
ろ
や
'
(
　
)
　
の
中
に
戯
文
調
の
文
を
入
れ

て
い
く
と
こ
ろ
1
『
色
魔
悔
』
評
で
は
'
(
紅
葉
さ
ん
お
騎
り
よ
)
(
ナ
二
･
･
･

･
き
h
ソ
よ
･
つ

客
の
比
丘
尼
が
讃
む
ま
～
ダ
上
組
は
ド
モ
-
-
不
便
あ
の
容
貌
に
て
)
等

が
挙
げ
ら
れ
る
.
-
は
そ
っ
-
り
で
あ
る
｡
こ
の
よ
う
に
魯
庵
は
視
点
の
置

き
方
'
批
評
の
叙
述
の
仕
方
ま
で
'
紅
葉
の
方
法
を
借
用
し
て
い
る
の
で
あ

る
｡

何
故
こ
の
よ
う
な
方
法
を
と
ら
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
｡
魯
庵
は

先
に
取
り
あ
げ
た
｢
京
人
形
｣
評
の
中
で
'

著
者
が
曾
て
｢
夏
木
立
｣
及
｢
寅
美
人
｣
を
辞
せ
し
を
見
る
に
天
井
の
隅

の
蜘
蜂
の
巣
を
沸
ふ
が
如
-
徒
ら
に
字
句
の
末
に
拘
泥
し
全
豹
を
執
て
是

マ
マ

を
論
せ
ず
'
怪
し
む
べ
き
裁
､
字
句
に
議
す
べ
き
な
け
れ
ば
完
美
な
る
小

説
と
日
っ
て
可
な
る
欺
｡

と
述
べ
て
い
る
｡
つ
ま
り
'
紅
葉
の
｢
夏
木
立
｣
評
の
態
度
を
完
全
に
否
定
し

て
い
る
わ
け
で
あ
る
｡
で
あ
る
の
に
何
故
'
こ
の
紅
葉
の
方
法
を
用
い
た
の

か
｡
こ
こ
で
考
え
ら
れ
る
の
は
'
紅
葉
の
作
品
を
批
評
す
る
の
に
紅
葉
の
批
評

方
法
を
用
い
れ
ば
ど
の
よ
う
な
結
果
に
な
る
か
を
紅
葉
に
示
そ
う
と
し
た
の
で

は
な
い
か
'
換
言
す
れ
ば
'
毒
を
も
っ
て
毒
を
制
す
意
図
が
あ
っ
た
の
で
は
な

い
か
'
と
い
う
こ
と
で
あ
る
｡
こ
の
批
評
に
よ
っ
て
魯
庵
は
『
色
魔
悔
』
を
批

評
す
る
と
同
時
に
'
紅
葉
の
批
評
方
法
が
如
何
に
墳
末
な
こ
と
に
囚
わ
れ
て
い

る
か
を
証
明
し
よ
う
と
し
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
｡

こ
の
よ
う
な
方
法
を
用
い
た
批
評
は
魯
庵
の
二
十
年
代
の
文
芸
時
評
を
見
て
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(
注
4
)

も
殆
ど
な
い
｡
僅
か
に
｢
虞
美
人
｣
を
評
し
た
も
の
の
中
に
見
ら
れ
る
程
度
で

ぁ
る
｡
こ
の
評
で
も
魯
庵
は
表
現
上
の
問
題
点
を
中
心
に
頁
を
追
っ
て
述
べ
て

い
る
｡
た
と
え
ば
'

著
者
は
李
長
吉
の
悪
流
と
見
ゑ
古
塔
･
城
跡
'
狐
,
鬼
等
を
好
ま
る
～
様

な
る
が
宴
に
不
思
議
な
る
は
著
者
極
め
て
｢
東
｣
の
字
を
好
め
り
三
頁
に

｢
此
窓
か
ら
東
の
方
を
見
る
と
｣
と
あ
り
十
貢
に
｢
丁
度
東
の
山
の
上
か

ら
｣
と
あ
り
三
十
九
頁
に
｢
東
の
空
に
は
｣
と
あ
り
四
十
貢
に
｢
束
の
岸

に
は
｣
と
あ
り
六
合
の
申
唯
の
東
の
み
を
等
ぼ
る
～
ほ
何
の
故
ぞ
(
以
下

略
)

と
い
う
ふ
う
で
あ
る
｡
し
か
し
'
こ
の
｢
虞
美
人
｣
評
も
単
な
る
作
品
評
で
は

な
く
'
そ
の
末
尾
に
は
'
紅
葉
が
｢
虞
美
人
｣
を
批
評
し
て
,
箱
庭
に
は
箱
庭

の
風
情
'
奇
観
が
あ
る
と
述
べ
'
そ
の
著
者
九
華
を
指
し
て
｢
清
少
の
才
も
あ

り
紫
の
文
を
か
な
り
綴
り
｣
と
言
っ
た
こ
と
に
対
す
る
正
面
き
っ
て
の
反
論
が

載
せ
ら
れ
て
い
る
｡
つ
ま
り
'
こ
の
｢
寅
美
人
｣
評
は
批
評
で
あ
る
と
同
時

に
､
紅
葉
に
対
す
る
批
判
を
あ
か
ら
さ
ま
に
示
し
た
も
の
で
も
あ
る
わ
け
で

ぁ
る
｡
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
考
え
て
も
'
紅
葉
の
批
評
の
方
法
を
用
い
る
こ
と

自
身
が
'
紅
葉
に
対
す
る
批
判
で
あ
っ
た
と
い
え
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
｡

(
其
二
)
で
は
'
方
法
は
魯
庵
本
来
の
も
の
に
戻
っ
て
い
る
｡
内
容
と
し
て

は
'
二
人
の
尼
が
出
会
う
と
い
う
∧
趣
向
>
が
陳
腐
で
あ
る
こ
と
や
,
全
体
が

｢
ド
ラ
マ
チ
ッ
ク
'
フ
ア
ク
ー
｣
で
あ
る
こ
と
'
詞
が
｢
浮
瑠
理
風
｣
で
あ
る

の
で
ま
す
ま
す
芝
居
が
か
っ
た
作
品
に
な
っ
て
い
る
こ
と
'
地
の
文
が
少
な
く

詞
が
沢
山
で
小
説
と
し
て
は
｢
頗
る
ダ
レ
ル
気
味
｣
で
あ
る
こ
と
を
挙
げ
･

縦
令
時
代
小
説
で
も
芝
居
の
臭
味
が
有
て
は
観
る
0
種
彦
や
仙
晃
の
作
つ

た
合
巻
物
は
大
抵
芝
居
の
趣
向
に
て
具
眼
者
は
常
に
倍
で
居
る
,
馬
琴
す

ら
も
折
々
芝
居
じ
み
た
事
を
括
む
で
折
角
の
苦
心
を
大
な
し
に
し
た
｡
そ

れ
に
此
新
文
撃
界
に
生
れ
て
其
敏
郎
を
琴
っ
と
は
何
事
で
す
紅
葉
さ
ん
｡

と
小
説
と
芝
居
と
は
区
別
す
べ
き
こ
と
を
述
べ
て
い
る
｡
同
様
の
指
摘
は
,

｢
お
八
重
の
評
拾
i
g
J
 
n
)
に
｢
小
説
は
芝
居
と
離
る
ゝ
こ
そ
よ
き
｣
と
い
う
表
現

で
示
さ
れ
て
い
る
｡

(
注
6
)

こ
れ
に
対
し
て
鴎
外
は
｢
明
治
二
十
二
年
批
評
家
の
詩
眼
｣
の
中
で
,

諸
家
は
或
は
撃
砕
の
本
性
に
自
ら
戯
曲
に
似
た
る
所
あ
り
又
た
勢
,
戯
曲

に
似
ざ
る
と
能
は
ざ
る
所
あ
る
を
忘
れ
し
に
は
あ
ら
ざ
る
か

と
'
戯
曲
と
小
説
が
無
縁
で
な
い
こ
と
を
説
い
て
い
る
｡
そ
し
て
,
戯
曲
と
小

説
を
切
り
離
し
て
考
え
て
い
る
例
と
し
て
'
魯
庵
の
『
色
憾
悔
』
評
に
於
け
る

見
解
を
引
い
て
い
る
の
で
あ
る
が
'
少
し
解
釈
が
違
う
の
で
は
な
い
か
と
恩

(
注
7
)

ぅ
｡
『
文
学
姦
』
で
示
さ
れ
て
い
る
｢
戯
曲
｣
の
定
義
を
考
え
あ
わ
せ
て
み

て
も
'
魯
庵
の
言
う
｢
芝
居
｣
と
鴎
外
の
｢
戯
曲
｣
と
は
必
ず
し
も
姦
し
な

い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
｡
こ
の
問
題
に
関
し
て
は
'
別
の
機
会
に
詳
し
く
論
じ

た
い
と
思
う
｡

.
∫

そ
の
他
'
表
現
面
に
於
て
は
･
･
･
と
ー
の
使
用
が
多
す
ぎ
る
こ
と
,
<
文
章
>

が
｢
表
妙
｣
で
｢
気
蔚
｣
が
全
-
無
く
悪
-
言
う
と
｢
極
彩
色
の
凧
姶
｣

で
あ
る
こ
と
'
又
'
∧
脚
色
>
の
面
で
は
'
少
し
欠
点
は
あ
る
が
｢
京
人
形
｣

と
違
っ
て
｢
全
篇
通
徹
｣
し
て
い
る
こ
と
を
挙
げ
て
い
る
｡

以
上
述
べ
た
事
柄
は
'
勿
論
魯
庵
が
小
説
を
ど
う
考
え
て
い
た
か
を
知
る
手

が
か
り
と
な
り
得
る
が
'
次
の
'

小
説
を
編
に
は
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
こ
そ
肝
心
な
り
｡
此
｢
色
魔
悔
｣
に
は
何
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れ
も
此
肝
心
な
る
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
を
敏
き
し
と
党
ゆ
'
遠
山
左
近
之
助
を

除
く
の
外
は
芳
野
も
若
葉
も
殆
ん
ど
区
別
に
苦
し
む
'
諸
共
に
毒
美
人
!

京
人
形
に
し
て
-
ン
ト
活
き
た
虞
な
し
｡

と
い
う
指
摘
に
は
'
も
っ
と
明
白
に
彼
の
文
学
観
が
打
ち
だ
さ
れ
て
い
る
｡

｢
京
人
形
｣
　
評
で
も
｢
活
動
の
精
神
に
乏
し
｣
と
言
っ
た
魯
庵
で
あ
っ
た
が
'

こ
の
『
色
憾
悔
』
評
に
於
て
'
人
物
に
対
す
る
追
求
の
目
が
更
に
深
め
ら
れ
て

い
る
の
に
気
づ
-
の
で
あ
る
｡

又
'
『
色
憾
悔
』
　
評
で
留
意
す
べ
き
な
の
は
'
魯
庵
独
特
の
訊
刺
'
批
判
の

表
現
が
多
分
に
含
ま
れ
て
い
る
と
い
う
点
で
あ
る
｡
こ
れ
は
｢
山
田
美
妙
大
人

の
小
説
｣
で
既
に
感
じ
ら
れ
た
こ
と
で
あ
る
が
'
紅
葉
の
作
品
を
扱
っ
た
も
の

の
中
で
は
'
こ
の
『
色
憾
悔
』
評
が
最
初
で
あ
ろ
う
｡
言
う
ま
で
も
な
-
紅
葉

の
批
評
の
方
法
を
用
い
る
と
い
う
発
想
自
体
が
魯
庵
的
で
あ
る
が
'
表
現
の
中

に
も
彼
の
評
語
の
精
神
は
'

ひ

と

つ

ち

う

き

や

み

･
〓
書
-
書
置
-
の
事
｣
　
と
は
中
気
病
者
の
手
紙
か
'
書
損
じ
て
二
度
ま

で
も
重
ね
し
な
る
か
-
覚
束
な
し
(
ナ
ニ
･
･
･
客
の
比
丘
尼
が
讃
む
ま
～
ダ

上
　
組
は
ド
モ
-
-
不
便
あ
の
容
貌
に
て
｡
)

･
六
十
六
貢
に
　
｢
お
-
お
-
お
-
お
情
な
い
｣
ー
ハ
を
‥
･
を
‥
･
を
-
を
か

し
｡

･
如
何
に
進
ま
ぬ
祝
言
と
は
云
へ
｢
針
の
床
｣
と
は
情
な
し
｢
鬼
と
添
乗
と

は
心
強
し
｡

と
い
っ
た
具
合
に
現
れ
て
い
る
の
で
あ
る
｡
二
つ
め
に
引
用
し
た
文
は
'
紅
葉

を
初
め
規
友
社
一
派
が
よ
-
用
い
た
-
の
使
用
に
対
す
る
訊
刺
で
あ
る
が
'
魯

庵
と
同
時
代
の
文
芸
批
評
家
'
石
橋
忍
月
も
こ
の
-
の
使
い
方
に
つ
い
て
次
の

(
注
8
)

よ
う
に
述
べ
て
い
る
｡

言
葉
の
断
横
多
き
に
過
ぎ
て
讃
者
を
し
て
奇
異
の
懐
ひ
あ
ら
し
む
る
こ

と
'
例
え
ば
｢
あ
-
あ
-
有
り
が
た
し
'
お
-
お
-
お
情
け
な
い
'
む
-

む
-
無
念
'
く
-
く
-
ロ
惜
い
'
う
-
う
-
討
死
'
｣
等
な
り
｡

こ
れ
と
魯
庵
の
表
現
と
を
比
べ
る
と
'
真
面
目
一
方
の
忍
月
の
文
よ
り
'
魯
庵

の
謁
刺
の
方
が
如
何
に
ユ
ー
モ
ア
に
満
ち
'
強
烈
な
印
象
を
残
す
も
の
で
あ
る

か
が
判
る
だ
ろ
う
｡
又
'
原
文
で
は
｢
お
-
お
-
お
情
な
い
｣
と
な
っ
て
い
る

と
こ
ろ
を
'
一
皮
多
-
｢
お
｣
を
加
え
て
い
る
の
も
魯
庵
の
訊
刺
の
セ
ン
ス
を

よ
く
表
し
て
い
る
と
い
え
る
｡
紅
葉
の
批
評
方
法
を
借
用
す
る
だ
け
で
は
飽
き

足
ら
ず
'
そ
の
上
に
こ
の
よ
う
な
訊
刺
'
語
諺
の
表
現
を
積
み
重
ね
て
い
る
の

(
注
9
)

で
あ
る
o
ま
さ
し
-
『
文
学
者
と
な
る
法
』
に
通
じ
る
精
神
が
こ
こ
に
あ
る
よ

う
で
あ
る
｡

最
後
に
も
う
1
つ
考
え
た
い
こ
と
が
あ
る
.
そ
れ
は
'
紅
葉
の
序
と
魯
庵
の

評
価
の
関
連
に
つ
い
て
で
あ
る
｡
紅
葉
は
自
序
に
'
〓
風
異
様
の
文
林
を
創

造
せ
り
｣
と
述
べ
､
｢
封
話
は
浮
瑠
理
林
に
今
時
の
俗
話
調
を
混
じ
た
る
も
の

な
り
｡
惟
み
る
に
｡
こ
れ
を
以
て
時
代
小
説
の
談
話
鉢
に
せ
ん
と
の
作
者
の
野

心
｣
と
書
い
て
い
る
｡
で
は
'
魯
庵
は
こ
れ
を
ど
の
よ
う
に
評
し
て
い
る
か
｡

｢
文
章
は
1
種
妙
で
す
.
京
人
形
と
は
又
1
風
変
っ
て
妙
だ
｣
　
或
い
は
'
｢
全

林
此
本
は
凡
て
ド
ラ
マ
チ
ッ
ク
'
フ
ア
ク
ー
に
し
て
小
説
と
し
て
は
無
理
-
そ

の
上
に
詞
を
浮
瑠
理
風
に
せ
ら
れ
し
故
丸
で
芝
居
か
と
思
う
虞
あ
り
｣
と
述
べ

て
い
る
｡
こ
の
魯
庵
の
評
を
つ
き
あ
わ
せ
る
と
'
紅
妾
が
自
序
に
示
し
た
ね
ら

い
と
い
う
も
の
は
'
作
者
の
意
図
ど
お
り
作
品
の
中
に
現
れ
て
い
る
と
い
う
こ

と
に
な
る
｡
し
か
し
'
魯
庵
は
'
そ
れ
が
作
者
の
意
図
ど
お
り
作
品
化
さ
れ
て
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い
た
に
も
関
わ
ら
ず
否
定
し
て
い
る
の
で
あ
る
｡
つ
ま
り
'
こ
の
否
定
は
単
な

る
作
品
に
対
し
て
の
否
定
で
は
な
く
作
者
の
ね
ら
い
自
身
が
小
説
に
求
め
る

べ
き
も
の
で
は
な
い
'
と
い
う
紅
葉
の
創
作
姿
勢
に
対
す
る
根
本
的
な
否
定
で

あ
っ
た
と
言
う
こ
と
な
の
で
あ
る
｡
こ
の
意
味
で
'
自
序
と
作
品
'
そ
し
て
批

評
と
い
う
三
者
の
関
係
を
捉
え
る
こ
と
も
'
魯
庵
の
紅
葉
批
評
の
あ
り
方
を
知

る
一
つ
の
糸
口
で
は
な
い
か
と
思
う
｡

回
｢
南
無
阿
禰
陀
悌
｣
評

こ
の
評
は
'
方
法
と
い
う
点
で
は
'
｢
京
人
形
｣
　
評
と
殆
ど
同
じ
で
あ
る
と

言
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
｡
作
品
の
全
体
的
評
価
に
始
ま
り
'
そ
の
長
所
を
説
き
'

矛
盾
点
を
挙
げ
る
と
い
う
順
序
で
批
評
が
為
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
｡

最
初
に
魯
庵
は
紅
葉
の
作
品
に
対
し
て
'
｢
我
が
喜
び
且
服
す
る
虞
は
立
案

に
あ
ら
ず
し
て
寧
ろ
文
章
に
あ
り
｡
｣
と
述
べ
て
い
る
が
'

唯
｢
百
花
園
｣
中
の
南
無
阿
禰
陀
傍
に
於
て
立
案
の
最
も
奇
挽
な
る
を
見

る
｡

と
こ
の
作
品
が
'
常
の
作
品
と
は
異
な
っ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
｡
続

け
て
魯
庵
は
言
う
｡

山
人
は
西
鶴
其
碩
を
喜
び
常
に
是
を
詞
讃
す
る
と
聞
く
故
に
其
作
の
如

き
立
案
に
カ
を
用
ざ
る
に
あ
ら
ざ
れ
ど
も
往
々
文
字
に
使
用
さ
る
ゝ
の
傾

し
ん
く
み

向
あ
り
｡
京
人
形
或
は
色
魔
悔
に
於
て
見
る
も
脚
色
は
文
字
の
馬
に
作
ら

し

く

み

れ
文
字
脚
色
の
馬
に
動
か
ざ
る
を
知
る
べ
し
｡
然
る
に
此
南
無
阿
禰
陀
燐

は
大
に
固
有
の
病
癖
を
免
か
れ
た
る
に
似
た
れ
は
此
7
鮎
を
以
て
も
ま
づ

山
人
を
稀
揚
し
て
可
な
り
｡

こ
こ
に
｢
固
有
の
病
癖
｣
と
い
う
言
葉
が
あ
る
｡
右
の
文
章
か
ら
考
え
て
'
紅

葉
｢
固
有
の
病
癖
｣
と
魯
庵
が
捉
え
て
い
た
の
は
'
<
立
案
>
に
カ
を
入
れ
ず

<
文
字
>
に
左
右
さ
れ
る
こ
と
で
あ
り
'
<
文
字
>
の
為
に
<
脚
色
>
が
作
ら

れ
'
<
脚
色
>
を
生
か
す
為
に
<
文
字
>
が
用
い
ら
れ
な
い
こ
と
で
あ
っ
た
'

と
言
え
そ
う
で
あ
る
｡
こ
れ
ら
を
｢
病
癖
｣
と
呼
ん
で
い
る
と
こ
ろ
か
ら
も
'

魯
庵
が
､
<
文
字
>
だ
け
が
先
走
っ
て
<
立
案
>
<
脚
色
>
が
疎
か
に
な
る
こ

と
を
危
倶
し
て
い
た
こ
と
が
判
る
L
t
　
<
立
案
>
<
脚
色
>
と
い
う
も
の
が

小
説
の
要
素
と
し
て
重
要
で
あ
る
と
考
え
て
い
た
こ
と
も
推
測
で
き
る
の
で
あ

る
｡
そ
し
て
'
魯
庵
は
｢
南
無
阿
摘
陀
悌
｣
を
'
こ
の
｢
病
癖
｣
を
免
れ
た
作

品
と
し
て
捉
え
'
評
価
し
よ
う
と
し
て
い
た
と
い
え
る
｡

次
に
魯
庵
は
'
こ
の
作
品
の
長
所
と
し
て
'

｢
｢
表
面
上
の
艶
又
哀
｣
に
過
ぎ
な
い
∧
文
字
∨
を
羅
列
せ
ず
'
｢
平
俗
の

文
字
を
使
用
せ
し
事
｡
｣

二
'
｢
讃
者
に
は
少
し
も
解
ら
ざ
る
文
句
'
｣
｢
役
に
も
立
ぬ
駄
酒
落
或
は
楽

屋
落
｣
を
並
べ
る
｢
済
戯
牛
分
｣
の
<
文
字
>
を
用
い
ず
'
｢
真
筆
｣

な
<
文
字
>
を
用
い
た
事
｡

三
'
｢
人
物
を
乾
出
す
る
僅
少
な
り
し
事
｡
｣

四
'
｢
大
阪
言
葉
を
用
ひ
ざ
る
事
｡
｣

の
四
点
を
挙
げ
'
｢
我
が
推
奨
す
る
所
以
｣
　
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
｡
こ
こ
で

注
意
し
た
い
の
は
'
三
を
除
-
三
点
が
全
て
表
現
に
関
す
る
事
柄
で
あ
る
こ
と

で
あ
る
｡
こ
れ
は
｢
立
案
の
最
も
奇
絶
｣
し
た
作
品
'
と
い
う
最
初
に
示
し
た

評
価
と
矛
盾
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
｡
と
い
う
の
は
'
魯
庵
が
本
当
に
小
説
の

要
素
と
し
て
の
<
立
案
>
<
脚
色
>
を
重
ん
じ
て
こ
の
作
品
を
｢
推
奨
｣
し
た
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の
で
あ
る
な
ら
'
当
然
そ
の
長
所
と
し
て
の
<
立
案
>
<
脚
色
>
に
つ
い
て
の

指
摘
が
あ
る
は
ず
で
あ
る
｡
し
か
し
'
こ
こ
で
は
殆
ど
見
ら
れ
な
い
と
い
っ
て

い
い
｡
三
番
め
に
挙
げ
た
　
｢
人
物
を
掲
出
す
る
僅
少
な
り
し
事
｣
　
が
僅
か
に

<
立
案
>
に
含
ま
れ
る
点
か
と
思
わ
れ
る
程
度
で
あ
る
｡
ど
う
考
え
て
も
こ
の

7
点
だ
け
で
'
こ
の
作
品
を
｢
立
案
の
最
も
奇
娩
｣
し
た
作
品
と
賞
賛
す
る
こ

■

1

ヽ

と
は
無
理
で
あ
ろ
う
.
確
か
に
'
こ
こ
に
挙
げ
た
1
'
二
の
事
柄
は
'
紅
葉
が

平
素
陥
り
や
す
か
っ
た
表
面
的
な
<
文
字
>
の
羅
列
と
い
う
｢
病
癖
｣
を
免
れ

て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
は
い
る
o
け
れ
ど
'
そ
れ
を
1
歩
進
め
て
<
立
案
>

<
脚
色
>
を
賞
賛
す
る
根
拠
と
し
て
位
置
づ
け
て
は
い
な
い
の
で
あ
る
｡
つ
ま

り
'
魯
庵
が
｢
推
奨
す
る
所
以
｣
と
し
て
挙
げ
た
四
点
は
'
ど
う
好
意
的
に
解

釈
し
た
と
し
て
も
｢
立
案
の
最
も
奇
絶
｣
･
し
た
と
い
う
評
価
に
は
結
び
つ
か
な

い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
｡

こ
れ
は
､
表
現
が
｢
病
癖
｣
を
免
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
即
'
<
立
案
>

の
｢
奇
絶
｣
に
結
び
つ
-
と
安
直
に
判
断
し
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
｡
魯
庵

の
指
摘
す
る
<
立
案
>
の
す
ば
ら
し
さ
は
'
表
現
が
い
つ
も
の
弊
に
陥
っ
て
い

な
い
と
い
う
'
間
接
的
で
消
極
的
な
根
拠
に
基
づ
く
も
の
で
し
か
な
い
の
で
あ

る
｡
こ
の
こ
と
は
｢
南
無
阿
禰
陀
悌
｣
評
の
言
及
の
不
完
全
さ
を
示
す
も
の
と

言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
｡

し
か
し
'
魯
庵
の
関
心
が
ど
こ
に
あ
っ
た
か
'
と
い
う
こ
と
に
視
点
を
お
い

た
場
合
'
彼
が
指
摘
し
た
四
つ
の
長
所
は
ま
た
別
の
意
味
を
持
っ
て
来
る
｡
先

に
も
述
べ
た
よ
う
に
'
魯
庵
は
こ
の
作
品
の
｢
推
奨
す
る
所
以
｣
を
殆
ど
表
現

面
に
見
出
し
て
い
る
｡
｢
京
人
形
｣
　
評
で
も
<
文
節
>
と
∧
脚
色
∨
の
関
係
に

つ
い
て
触
れ
て
い
た
が
'
魯
庵
は
紅
葉
の
文
章
表
現
に
'
か
な
り
関
心
を
持
っ

て
い
た
と
い
え
そ
う
で
あ
る
｡
こ
の
こ
と
は
'
｢
京
人
形
｣
｢
南
無
阿
禰
陀
仏
｣

評
を
初
め
と
す
る
紅
葉
作
品
の
批
評
以
外
に
も
'
紅
葉
の
文
体
や
表
現
の
あ
り

方
を
と
り
あ
げ
た
も
の
が
比
較
的
多
い
こ
と
か
ら
想
像
で
き
る
｡

た
と
え
ば
'
明
治
二
十
二
年
十
二
月
に
｢
女
撃
雑
誌
｣
に
発
表
さ
れ
た
｢
五

(
経
l
o
)

才
子
文
｣
の
中
で
は
'

紅
葉
先
生
の
文
は
自
在
図
滴
に
し
て
奇
句
警
語
に
富
む
､
唯
折
々
は
殊
更

に
才
を
弄
し
て
妙
を
損
ず
る
の
憾
あ
り
'
例
へ
ば
大
通
が
興
に
乗
じ
て
暁

舌
る
が
如
し
｡

と
書
い
て
い
る
｡

(
注
1
1
)

又
'
同
月
の
｢
今
の
小
説
界
文
浜
｣
で
は
'
当
時
の
小
説
を
文
体
に
よ
っ
て

｢
言
文
1
致
鉢
｣
｢
元
録
鉢
｣
｢
合
食
林
｣
｢
西
洋
嗣
謬
鉢
｣
　
｢
薙
鉢
｣
　
の
五
派
に

分
け
'
紅
葉
を
次
の
よ
う
に
分
類
し
て
い
る
｡

元
藤
林
を
細
別
し
て
二
と
す
'
即
ち
左
の
如
し

(
甲
)
西
鶴
蔽

此
液
を
奉
ず
る
人
近
頃
や
～
多
-
な
れ
り
｡

先
達
は
愛
鶴
軒
紅
葉
露
伴
の
三
氏
な
り
｡

(
乙
)
其
碩
浜
　
(
以
下
略
)

(
注
1
2
)

同
様
に
'
｢
文
学
上
の
流
行
｣
で
は
'

さ
て
今
の
流
行
は
ナ
ア
ニ
/
　
西
鶴
宗
/
　
露
伴
子
も
紅
葉
山
人
も
竹
の

屋
の
老
隠
居
も
み
ん
な
其
御
弟
子
に
て
蹄
俵
の
信
者
頗
る
多
し
｡
是
れ
は

悌
家
の
禅
門
と
仝
じ
-
沙
滴
か
ら
長
老
に
な
る
事
出
来
ね
ば
世
間
一
切
の

衆
生
軽
々
し
-
此
門
に
迷
ふ
て
鉄
如
意
を
食
は
さ
れ
目
の
上
の
癖
を
貰
ふ

勿
れ
｡
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銅
錯
翫
琵
錆
鵬
律
r
:
鳩
派
｣
で
あ
る
｡
と
は
'
｢
饗
窒

又
'
明
治
二
十
三
年
十
互
｢
国
民
新
聞
｣
に
載
せ
た
｢
外
形
論
聖
)
で

は
'

と
'

美
妙
が
尊
名
を
壇
に
し
て
紅
葉
が
遠
に
超
越
せ
し
も
世
人
は
唯
其
文
林
の

日
新
ら
し
き
に
肱
惑
し
て
讃
嘆
せ
し
の
み
｡
さ
る
故
に
少
し
-
月
を
経
過

す
れ
ば
忽
ち
に
倦
厭
を
生
じ
'
蒜
は
無
二
に
珍
重
せ
し
も
壷
眼
馴
れ

し
暁
に
は
輝
指
し
て
是
を
退
-
｡
讃
嘆
激
賞
す
る
事
極
は
め
て
軽
卒
に
し

て
排
撃
痛
罵
す
る
事
も
又
頗
る
軽
卒
な
り
と
云
ふ
べ
し
｡
是
れ
何
故
ぞ
｡

外
形
に
依
て
文
を
到
ず
る
が
故
の
み
｡

美
妙
や
紅
葉
の
文
が
｢
外
形
｣
に
よ
っ
て
の
み
世
人
に
受
け
入
れ
ら
れ
て

い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
｡

そ
の
他
'
明
治
二
十
二
年
十
方
の
｢
文
空
の
符
艶
ぜ
は
,
紅
葉
初
め

現
友
社
員
が
頻
繁
に
用
い
た
-
や
‥
･
の
符
号
の
効
果
を
取
り
あ
げ
て
い
る
し
,

(
注
1
6
)

二
十
三
年
二
月
の
｢
名
家
の
苦
心
｣
に
戯
文
謁
に
拓
か
れ
て
い
る
小
説
家
の
姿

は
'
氏
名
を
挙
げ
て
い
な
い
の
で
断
言
は
で
き
な
い
が
,
そ
の
推
敵
の
様
子
か

ら
し
て
'
恐
ら
-
は
紅
葉
'
或
い
は
そ
の
周
辺
の
者
だ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
｡

こ
れ
ら
は
皆
'
紅
葉
の
文
体
や
作
風
な
ど
･
表
現
の
あ
り
方
に
つ
い
て
述
べ

た
も
の
で
あ
る
｡
こ
れ
か
ら
考
え
て
も
魯
庵
が
紅
葉
の
文
章
に
特
に
関
心
を
持

っ
て
い
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
｡

魯
庵
は
'
冒
頭
に
も
挙
げ
た
よ
う
に
,
｢
我
が
喜
び
且
服
す
る
虞
は
立
案
に

ぁ
ら
ず
し
て
寧
ろ
文
章
に
あ
り
｣
と
･
常
日
頃
か
ら
紅
葉
が
文
辞
の
才
に
富

み
'
西
鶴
謁
の
文
を
練
る
だ
け
の
カ
を
持
っ
て
い
る
こ
と
は
認
め
て
い
た
ら
し

い
｡
そ
れ
に
も
関
わ
ら
ず
,
<
文
字
>
の
み
に
カ
を
入
れ
す
ぎ
て
全
体
と
し
て

の
作
品
が
拙
-
な
り
が
ち
で
あ
る
点
を
,
紅
葉
の
完
短
所
だ
と
思
っ
て
い
た

よ
う
で
あ
る
｡
批
評
す
る
際
に
'
そ
の
短
所
へ
の
言
及
が
主
に
な
っ
て
し
ま
っ

た
と
し
て
も
強
ち
責
め
る
べ
き
こ
と
で
は
な
い
か
も
し
れ
な
い
｡
そ
う
い
う
意

味
で
'
こ
の
長
所
四
点
は
｢
立
案
の
最
も
奇
絶
な
る
｣
作
品
だ
と
い
う
評
価
の

根
拠
と
直
接
に
は
結
び
つ
か
な
い
が
,
魯
庵
の
紅
葉
の
表
現
に
対
す
る
関
心
の

強
さ
を
み
る
に
は
よ
い
例
だ
と
思
わ
れ
る
｡

次
に
魯
庵
は
､
登
場
人
物
の
矛
盾
が
折
角
の
作
品
を
損
っ
て
い
る
例
と
し

て
'
乳
母
が
明
日
を
も
知
れ
ぬ
病
人
を
残
し
て
東
京
に
去
ら
ね
ば
な
ら
な
い
必

然
性
が
な
く
乳
母
の
人
物
像
に
矛
盾
が
あ
る
点
,
手
紙
の
内
容
が
如
何
に
親

切
で
あ
っ
て
も
顔
も
知
ら
な
い
兼
次
郎
を
お
梅
が
恋
慕
す
る
の
は
余
り
に
も
軽

率
で
あ
る
点
'
由
之
助
が
第
高
で
は
あ
ど
け
な
い
少
年
で
あ
る
の
に
,
第
四

回
で
は
指
輪
の
届
け
先
を
兼
次
郎
だ
と
悟
る
大
人
び
た
人
物
に
描
か
れ
て
い
る

点
の
三
つ
を
挙
げ
て
い
る
｡
又
,
お
梅
が
死
ぬ
間
際
に
手
紙
が
届
-
あ
た
り
の

<
趣
向
V
の
無
さ
'
聞
き
手
語
り
手
の
関
係
が
壷
し
て
い
な
い
こ
と
を
指
摘

し
て
い
る
｡

こ
れ
ら
は
皆
'
的
を
得
て
い
て
魯
庵
の
批
評
眼
を
物
語
る
も
の
で
あ
る
が
,

こ
こ
で
望
芋
べ
き
な
の
は
'
人
物
造
型
が
作
品
全
株
に
及
ぼ
す
影
響
の
大
き

さ
を
は
っ
き
り
と
自
覚
し
て
批
評
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
｡
魯
庵
が
小

説
に
於
て
'
人
物
を
重
要
視
し
て
い
た
こ
と
を
示
唆
す
る
7
例
で
あ
ろ
う
｡

刷
｢
懸
山
塊
｣
評

こ
の
批
評
も
'
方
法
は
｢
京
人
形
｣
｢
南
無
阿
漕
陀
悌
｣
評
と
よ
-
似
て
い
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る
｡
初
め
に
全
体
の
評
価
を
述
べ
'
続
い
て
秀
れ
て
い
る
点
に
つ
い
て
の
言
及

が
あ
り
､
表
現
上
の
不
適
切
を
指
摘
し
て
絡
わ
っ
て
い
る
｡

前
半
の
内
容
を
追
っ
て
い
く
と
'
魯
庵
は
か
な
り
｢
恵
山
購
｣
を
認
め
て
い

た
'
と
考
え
て
よ
さ
そ
う
で
あ
る
｡
と
い
う
の
は
'
｢
近
日
出
色
の
立
案
｣
　
と

｢
賞
賛
｣
L
t
　
｢
其
着
眼
の
高
き
に
服
し
｣
て
い
る
か
ら
で
あ
る
｡
又
'
こ
の
作

品
を
｢
ゾ
-
ラ
の
　
『
ア
ベ
･
ム
ー
ル
』
　
に
贋
胎
｣
　
し
た
｢
人
情
の
微
を
穿
ち

し
｣
も
の
で
あ
る
と
捉
え
て
い
る
｡
そ
の
中
か
ら
'
<
着
眼
>
の
高
さ
'
<
立

案
>
の
す
ば
ら
し
さ
を
述
べ
た
と
こ
ろ
を
一
部
引
用
し
て
み
よ
う
｡

マ

マ

西
鶴
の
文
は
ね
ぢ
り
た
る
白
銀
の
知
か
ひ
ね
り
た
る
厄
神
の
如
き
か
'
余

は
更
に
日
は
ず
｡
何
と
な
れ
ば
｢
懸
山
購
｣
の
妙
は
文
章
に
あ
ら
ず
着
眼

に
あ
れ
ば
な
り
｡
も
し
文
章
を
も
て
云
へ
ば
｢
懸
山
塊
｣
は
｢
色
魔
悔
｣

｢
京
人
形
｣
に
績
ぐ
の
拙
恵
文
字
な
れ
ば
な
り
｡
唯
其
重
ん
ず
べ
き
所
以

は
賓
に
着
眼
最
も
高
-
し
て
人
間
の
胸
奥
に
善
悪
共
に
存
す
る
を
観
破
せ

し
に
あ
り
｡
春
の
屋
主
人
の
｢
書
生
気
質
｣
以
来
群
小
説
家
も
出
で
た
り

群
小
説
も
山
で
た
り
｡
世
態
の
微
を
穿
ち
し
も
の
少
な
き
に
あ
ら
ね
ど
よ

く
人
間
醜
悪
の
陰
る
～
を
篤
せ
し
も
の
幾
類
か
あ
る
｡
｢
恵
山
鰻
｣
　
は
濁

り
紅
葉
作
中
の
第
一
の
み
か
'
明
治
文
界
　
-
　
恐
ら
-
文
化
文
政
の
盛
時

に
も
求
む
べ
か
ら
ざ
る
立
案
な
り
｡
文
章
は
讃
賞
す
る
に
足
ら
ね
ど
着
眼

の
高
き
は
敬
服
す
べ
し
｡

魯
庵
に
し
て
は
褒
め
す
ぎ
の
感
が
あ
る
｡

そ
れ
は
と
も
か
く
と
し
て
'
こ
こ
で
注
意
す
べ
き
な
の
は
'
こ
の
評
価
を
下

す
に
あ
た
っ
て
魯
庵
が
示
し
て
い
る
文
学
観
で
あ
る
｡
い
や
'
文
学
観
と
呼
ぶ

ほ
ど
大
袈
裟
な
も
の
で
は
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
'
少
な
-
と
も
魯
庵
の
文
学

に
つ
い
て
の
意
識
を
あ
ら
わ
し
た
も
の
だ
と
思
う
｡

ま
ず
<
着
眼
>
の
高
低
の
基
準
に
つ
い
て
魯
庵
は
'

天
地
の
大
元
よ
り
余
の
喜
ぶ
虞
な
り
'
自
然
の
美
元
よ
り
余
の
愛
す
る
虞

な
り
｡
さ
り
と
て
天
地
の
大
と
自
然
の
美
に
肱
ま
さ
れ
て
人
情
の
微
を
穿

ち
し
を
も
て
是
よ
り
低
き
着
眼
と
な
す
は
崖
余
の
能
ふ
虞
な
ら
ん
や
｡

と
述
べ
て
い
る
｡
つ
ま
り
'
<
着
眼
>
と
い
う
視
点
に
立
っ
て
<
人
情
の
微
>

を
穿
つ
と
い
う
こ
と
を
見
た
場
合
'
そ
れ
は
決
し
て
　
｢
天
地
の
大
｣
　
｢
自
然
の

美
｣
を
取
り
あ
げ
た
も
の
に
劣
る
こ
と
は
な
い
'
と
い
う
こ
と
で
あ
る
｡
換
言

す
れ
ば
'
<
人
情
の
微
>
を
穿
つ
と
い
う
こ
と
に
<
着
眼
>
の
高
さ
を
認
め
'

小
説
と
し
て
の
価
値
を
見
出
し
て
い
た
と
言
え
よ
う
｡
こ
の
考
え
方
に
は
'
後

の
『
文
学
一
斑
』
の
文
学
の
定
義
に
通
じ
る
も
の
が
あ
る
L
t
表
面
的
な
文
章

の
美
し
さ
に
終
始
し
が
ち
で
あ
っ
た
硯
友
社
文
学
を
批
判
す
る
際
の
'
基
準
と

な
っ
た
意
識
が
感
じ
ら
れ
る
よ
う
で
あ
る
｡

続
け
て
魯
庵
は
'
一
般
の
文
学
の
評
価
が
｢
形
の
大
な
る
に
驚
き
て
更
に
質

の
精
な
る
に
留
心
せ
ざ
る
｣
　
点
を
嘆
き
'
｢
徒
ら
に
奇
巧
を
弄
し
た
｣
実
質
を

伴
わ
な
い
作
品
を
も
｢
外
形
に
弦
惑
せ
ら
れ
て
只
管
資
質
L
t
苛
-
も
事
小
な

れ
ば
縦
令
極
粋
に
徹
す
る
も
退
け
て
第
二
と
な
す
｣
こ
と
の
誤
り
を
指
摘
し
て

い
る
｡
大
著
で
あ
れ
ば
即
ち
佳
作
で
あ
る
と
う
け
と
り
'
た
と
え
そ
れ
が
｢
結

溝
の
大
な
る
｣
　
作
品
を
徒
ら
に
模
倣
し
た
も
の
で
あ
っ
た
と
し
て
も
賛
美
す

る
'
と
い
う
価
値
の
置
き
方
に
魯
庵
は
大
き
な
疑
問
を
抱
い
て
い
る
の
で
あ

る
｡
彼
に
と
っ
て
'
そ
の
作
品
が
長
編
で
あ
る
か
短
編
で
あ
る
か
と
い
う

｢
形
｣
　
の
大
小
は
'
必
ず
し
も
評
価
の
基
準
で
は
な
か
っ
た
わ
け
で
あ
る
｡

又
'
先
に
も
挙
げ
た
よ
う
に
'
魯
庵
は
｢
懸
山
塊
｣
を
ゾ
ラ
の
｢
ア
ベ
･
ム
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-
ル
｣
に
萌
し
た
も
の
だ
と
言
っ
て
い
る
が
,
そ
の
際
に
ゾ
ラ
の
文
学
の
特
色

に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
｡
そ
れ
を
纏
め
る
と
,
ゾ
ラ
は
｢
下
賎
な
る
情
慾
の
微

を
寓
し
人
間
心
理
の
醜
悪
を
暴
露
｣
す
る
為
,
高
の
論
者
か
ら
｢
不
道
徳
不

純
潔
｣
と
い
う
レ
ッ
テ
ル
を
貼
ら
れ
て
い
る
.
し
か
し
,
人
間
も
妄
破
れ
ば

醜
い
も
の
で
あ
り
'
｢
人
情
の
微
を
篤
さ
ん
に
い
か
で
か
醜
悪
を
除
き
去
る
｣

こ
と
が
出
来
よ
う
か
｡
今
の
世
が
楽
園
の
よ
う
で
あ
れ
ば
人
々
を
｢
清
浄
無

垢
｣
に
描
け
ば
よ
い
が
'
｢
不
純
潔
｣
に
流
れ
て
い
る
今
の
世
に
於
て
･
ど
う

し
て
｢
菜
園
の
小
説
｣
を
望
め
よ
う
か
｡
と
い
う
こ
と
に
な
る
｡
魯
庵
が
｢
夏

(
注
1
)

木
立
｣
を
評
し
た
中
に
も
'

大
人
よ
厩
-
は
工
､
､
､
ル
ゾ
ラ
の
如
き
-
ア
-
ス
-
と
な
っ
て
｢
ナ
､
｣

｢
ラ
ブ
'
エ
ピ
ソ
ー
ド
｣
の
如
き
絶
好
小
説
を
綴
れ
｡

と
ゾ
ラ
に
小
説
の
理
想
を
見
て
い
る
と
こ
ろ
が
あ
る
よ
う
だ
が
,
こ
の
｢
恵
山

蔑
｣
評
で
も
｢
人
情
の
微
を
穿
つ
｣
と
い
う
点
で
ゾ
ラ
を
評
価
し
て
い
る
こ
と

が
窺
え
る
で
あ
ろ
う
.
森
観
劇
軍
)

想
ふ
に
不
知
庵
の
意
は
近
代
薫
際
浜
の
小
説
中
に
て
精
教
を
極
め
た
る
心

理
的
摩
駕
を
望
む
に
在
ら
む

或
い
は
'不

知
庵
は
詩
の
概
念
に
於
て
理
想
浜
に
属
す
れ
ど
も
小
説
に
対
し
て
は
箕

際
的
趣
味
に
乏
し
か
ら
ざ
る
に
似
た
り

と
述
べ
た
の
も
'
魯
庵
の
こ
う
し
た
文
学
観
を
捉
え
た
も
の
と
思
わ
れ
る
｡

又
'
こ
の
作
品
の
文
章
に
関
し
て
'
魯
庵
は
｢
拙
悪
文
字
｣
だ
と
評
し
,

｢
文
章
は
更
に
妙
な
し
｣
と
述
べ
て
い
る
が
,
そ
の
後
に
,

小
説
は
文
章
を
も
て
欝
盲
目
的
と
な
す
も
の
な
ら
ざ
れ
は
文
章
に
妙
な

き
も
答
む
る
に
足
ら
ず
｡

と
付
け
加
え
て
い
る
｡
今
ま
で
取
り
あ
げ
た
評
の
中
で
も
'
文
章
の
表
現
を
最

重
要
と
し
な
い
こ
と
を
示
唆
す
る
も
の
は
多
か
っ
た
が
,
こ
こ
で
は
,
魯
庵
が

小
説
に
於
け
る
<
文
章
∨
の
位
置
を
ど
う
捉
え
て
い
た
か
が
明
白
に
打
ち
出
さ

れ
て
い
る
の
で
あ
る
｡

以
上
'
魯
庵
の
｢
懸
山
塊
｣
の
評
価
と
'
そ
の
基
礎
と
な
っ
た
文
学
意
識
を

見
て
来
た
わ
け
で
あ
る
が
､
こ
の
評
を
考
え
る
際
に
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
問
題

が
も
う
ー
っ
あ
る
.
そ
れ
は
'
こ
の
作
品
の
<
立
案
>
∧
着
眼
>
が
西
鶴
の

｢
義
理
物
語
埜
ハ
｣
｢
表
向
は
夫
婦
の
申
垣
｣
と
類
似
し
て
い
る
と
い
う
指
摘

が
'
評
の
後
半
で
為
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
｡
先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
,
魯

庵
は
こ
の
作
品
を
｢
近
日
出
色
の
立
案
｣
｢
紅
葉
作
中
の
竺
の
み
か
明
治
文

罪
-
恐
ら
-
文
化
文
政
の
盛
時
に
も
求
む
べ
か
ら
ざ
る
立
案
｣
｢
着
眼
点
も
高

く
し
て
(
以
下
略
)
｣
と
絶
賛
し
､
こ
の
作
品
を
賞
賛
す
る
所
以
は
<
立
案
>

∧
着
眼
>
に
あ
る
と
述
べ
て
い
る
｡
と
こ
ろ
が
'
そ
の
<
立
案
>
<
着
眼
>

は
'
二
百
年
も
以
前
に
西
鶴
に
よ
っ
て
作
品
化
さ
れ
て
い
た
と
言
う
の
で
あ

る
.
こ
れ
は
7
体
ど
う
い
う
こ
と
な
の
か
.

し
か
も
'
単
に
類
似
し
て
い
る
と
言
う
だ
け
で
は
な
く
<
着
眼
>
の
高
さ

と
い
う
点
で
'
西
鶴
の
方
が
紅
葉
よ
り
も
優
れ
て
い
る
と
い
う
判
定
を
下
し
て

い
る
の
で
あ
る
｡
そ
の
理
由
と
し
て
'
武
士
と
山
塊
と
い
う
相
違
は
あ
る
に
せ

よ
'
｢
義
理
物
語
｣
で
は
｢
い
か
に
し
て
も
道
を
そ
む
け
り
組
も
浅
ま
し
き
心

底
か
な
と
我
と
悪
心
駅
が
へ
し
て
｣
と
,
男
が
自
ら
の
罪
を
悟
り
,
良
心
を
取

り
戻
す
の
に
比
べ
'
｢
懸
山
盛
｣
で
は
'

(
前
略
)
も
し
や
我
せ
し
い
た
づ
ら
を
知
り
て
告
口
さ
れ
た
ら
は
卯
平
舘
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の
手
前
-
そ
れ
よ
り
は
第
一
に
済
ま
ぬ
は
旦
那
様

と
'
山
陵
は
人
の
目
を
気
に
か
け
'
自
分
の
今
後
の
身
の
振
り
方
を
心
配
す
る

だ
け
で
煩
悩
心
を
捨
て
去
っ
て
い
な
い
点
を
挙
げ
て
い
る
｡
こ
の
評
価
の
視
点

は
'
｢
人
間
の
胸
奥
に
善
悪
共
に
存
す
る
を
観
破
｣
し
て
い
る
か
否
か
に
置
か

れ
て
お
り
'
魯
庵
が
人
間
と
い
う
も
の
を
｢
善
悪
｣
の
共
存
と
し
て
捉
え
て
い

′

■

た
こ
と
を
示
し
て
い
る
｡
そ
し
て
魯
庵
は
'

紅
葉
山
人
の
立
案
は
ゾ
-
ラ
に
出
で
～
不
思
議
に
西
鶴
と
暗
合
せ
し
な
る

が
'
未
だ
西
鶴
の
着
眼
更
に
高
か
り
し
に
及
ば
ず
｡

と
今
ま
で
の
言
及
を
纏
め
て
い
る
の
で
あ
る
｡

何
の
為
に
魯
庵
は
こ
の
よ
う
な
指
摘
を
行
な
っ
た
の
か
｡
｢
懸
山
購
｣
の

<
立
案
>
<
着
眼
∨
が
西
鶴
と
類
似
し
､
西
鶴
よ
り
劣
っ
て
い
る
と
指
摘
す
る

こ
と
に
ど
ん
な
意
味
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
｡

ま
ず
1
つ
考
え
ら
れ
る
の
は
'
よ
り
出
来
の
い
い
作
品
を
示
し
て
'
紅
葉
に

(
注
1
7
)

1
層
の
努
力
を
期
待
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
｡
つ
ま
り
'
1
つ
の
警
告
と
し

て
'
魯
庵
自
身
が
江
戸
の
作
家
の
中
で
最
も
認
め
て
い
た
西
鶴
を
引
き
合
い
に

出
し
た
､
と
い
う
捉
え
方
で
あ
る
｡
こ
の
捉
え
方
を
す
る
な
ら
'
｢
懸
山
塊
｣

に
対
す
る
評
価
は
'
前
半
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
ま
ま
'
肯
定
し
て
よ
い
と
い
う

こ
と
に
な
る
｡

し
か
し
'
逆
の
考
え
方
も
成
り
立
つ
の
で
は
な
い
か
｡
前
半
に
於
て
述
べ
ら

れ
て
い
た
<
立
案
>
<
着
眼
>
へ
の
賛
辞
が
'
西
鶴
と
類
似
し
て
い
る
と
い
う

指
摘
に
よ
っ
て
'
逆
の
意
味
あ
い
を
帯
び
て
来
る
の
は
否
め
な
い
こ
と
で
あ

る
.
｢
近
日
出
色
の
｣
　
と
か
　
｢
紅
葉
作
中
第
1
の
み
か
'
明
治
文
界
-
-
恐
ら

く
文
化
文
政
の
盛
時
に
も
求
む
べ
か
ら
ざ
る
｣
と
か
い
う
よ
う
な
形
容
を
用
い

て
'
大
い
に
褒
め
て
い
た
だ
け
に
､
こ
の
指
摘
は
一
つ
の
ど
ん
で
ん
返
し
の
よ

う
に
受
け
取
れ
る
｡
褒
め
る
だ
け
褒
め
て
後
で
突
き
落
と
す
と
い
っ
た
'
否
定

の
強
調
法
の
よ
う
に
も
思
え
る
の
で
あ
る
｡
又
'
魯
庵
は
先
ほ
ど
引
用
し
た
よ

う
に
'
｢
紅
葉
の
立
案
は
ゾ
-
ラ
に
出
で
～
不
思
議
に
西
鶴
に
暗
合
せ
し
｣
　
と

言
っ
て
い
る
が
'
｢
不
思
議
に
｣
と
い
う
言
葉
を
強
め
て
読
め
ば
'
前
半
で
高

く
評
価
し
た
<
立
案
>
<
着
眼
>
は
西
鶴
の
二
番
煎
じ
じ
ゃ
な
い
か
と
皮
肉
っ

て
い
る
よ
う
に
も
取
れ
る
｡
つ
ま
り
'
西
鶴
と
の
類
似
に
つ
い
て
の
指
摘
は
前

半
の
賛
辞
を
否
定
す
る
要
素
を
多
分
に
含
ん
で
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
｡
従

っ
て
'
こ
の
部
分
の
解
釈
の
仕
方
が
､
こ
の
評
を
と
り
あ
げ
る
際
の
重
要
な
鍵

で
あ
る
'
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
の
で
あ
る
｡

し
か
し
'
こ
の
作
品
評
だ
け
を
手
が
か
り
に
'
魯
庵
が
｢
懸
山
陵
｣
を
評
価

し
て
い
た
か
否
か
を
断
定
す
る
こ
と
は
極
め
て
難
し
い
｡
判
断
す
る
者
が
ど
ち

ら
の
立
場
を
強
調
す
る
か
に
よ
っ
て
'
魯
庵
の
意
図
が
歪
め
ら
れ
る
危
険
性
も

あ
る
｡
そ
こ
で
'
こ
の
作
品
に
関
し
て
は
'
こ
の
評
以
外
の
も
の
に
評
価
の
手

が
か
り
を
求
め
た
い
と
思
う
｡

ま
ず
1
つ
に
'
『
初
時
雨
』
評
が
あ
る
.
『
初
時
雨
』
は
前
に
も
述
べ
た
よ
う

に
作
品
集
で
あ
る
が
'
こ
の
中
に
｢
懸
山
焼
｣
も
収
め
ら
れ
て
い
る
｡
そ
の
評

に
よ
る
と
唯
三
一
ロ
'
｢
云
ふ
も
野
暮
-
腰
巻
｡
｣
と
あ
る
｡
『
初
時
雨
』
に
は
他

に
'
｢
駿
馬
骨
｣
｢
江
戸
水
｣
｢
口
惜
し
き
も
の
｣
｢
文
盲
手
引
等
｣
が
含
ま
れ
て

い
る
が
､
こ
の
中
で
は
最
も
評
価
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
｡

二
つ
め
に
｢
此
ぬ
し
｣
評
が
あ
る
｡
こ
の
中
で
魯
庵
は
'

曾
て
大
人
の
懸
山
塊
を
拝
見
せ
し
と
き
よ
-
も
西
鶴
の
骨
髄
を
得
ら
れ
し

も
の
か
な
と
窃
に
敬
服
仕
候
ひ
し
が
(
以
下
略
)
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と
述
べ
て
い
る
｡
こ
れ
を
見
る
と
魯
庵
は
｢
懸
山
洩
｣
を
あ
る
程
度
認
め
て
い

た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
で
き
る
｡

又
'
｢
懸
山
購
｣
評
を
も
う
一
皮
点
検
す
る
と
'
｢
西
鶴
の
着
眼
更
に
高
か

り
し
に
及
ば
ず
｣
と
｢
更
に
｣
と
い
う
表
現
を
用
い
て
い
る
こ
と
や
'
西
鶴
と

の
類
似
を
指
摘
し
た
後
に
も
｢
立
案
は
紅
葉
作
中
の
第
1
な
れ
ど
｣
と
<
立

案
>
の
高
さ
を
認
め
る
よ
う
な
記
述
を
行
っ
て
い
る
こ
と
な
ど
が
見
出
さ
れ

た
｡
こ
れ
ら
は
こ
じ
つ
け
か
も
し
れ
な
い
が
'
こ
の
作
品
を
魯
庵
が
肯
定
的
に

見
て
い
た
!
つ
の
手
が
か
り
と
も
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
.

西
鶴
と
類
似
し
て
い
る
と
い
う
指
摘
の
解
釈
に
は
'
ま
だ
ま
だ
問
題
が
あ
る

が
'
こ
こ
で
は
一
応
｢
懸
山
塊
｣
を
魯
庵
が
肯
定
し
た
と
捉
え
る
こ
と
に
し
た

い
と
思
う
｡
し
か
し
'
紅
葉
へ
の
批
判
が
'
こ
の
評
の
中
に
全
く
な
か
っ
た
と

い
う
の
で
は
な
い
｡
あ
-
ま
で
他
の
紅
葉
作
品
と
比
較
し
た
場
合
'
肯
定
的
な

評
価
を
下
し
て
い
る
と
い
う
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
｡

2
　
魯
庵
の
紅
葉
作
品
評
の
特
色
及
び
評
価
の
基
準

以
上
'
紅
葉
の
作
品
に
対
す
る
魯
庵
の
批
評
四
篇
を
見
て
き
た
わ
け
で
あ
る

が
'
次
に
こ
れ
ら
の
批
評
に
共
通
し
て
現
れ
て
い
る
特
色
に
つ
い
て
考
え
て
み

た
い
と
思
う
｡
本
稿
で
は
都
合
上
四
篇
の
み
を
取
り
あ
げ
た
が
'
こ
こ
で
は
他

の
紅
葉
作
品
評
(
作
品
集
『
初
時
雨
』
と
児
童
文
学
二
篇
に
関
す
る
評
は
除

く
｡
)
を
考
慮
し
な
が
ら
論
を
進
め
る
こ
と
に
す
る
｡

ま
ず
'
魯
庵
の
批
評
の
方
法
に
つ
い
て
考
え
た
い
｡
九
篇
の
紅
葉
評
の
う
ち

特
殊
で
あ
る
の
は
'
『
色
俄
悔
』
評
(
其
こ
と
｢
拙
筆
微
笑
｣
評
で
あ
る
｡

前
者
は
先
に
述
べ
た
よ
う
に
紅
葉
の
批
評
法
を
借
用
し
た
も
の
で
あ
る
し
,
級

者
は
作
品
そ
の
も
の
よ
り
も
魯
庵
の
抱
い
て
い
た
｢
ユ
ー
モ
ア
論
｣
を
展
開
す

る
こ
と
に
主
眼
が
置
か
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
｡

し
か
し
'
こ
の
二
篇
を
除
い
た
他
の
批
評
で
は
ほ
ぼ
同
T
に
近
い
方
法
が
用

い
ら
れ
て
い
る
.
こ
れ
は
魯
庵
が
1
定
の
視
点
か
ら
作
品
を
批
評
し
て
い
る
為

で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
｡
勿
論
'
魯
庵
は
既
定
概
念
に
拠
っ
て
で
は
な
く
,

個
々
の
場
合
に
応
じ
た
柔
軟
な
批
評
を
行
っ
て
い
る
｡
そ
れ
で
も
方
法
の
上
で

類
似
点
が
出
て
来
る
の
は
､
そ
の
根
底
に
一
貫
し
た
文
学
観
'
文
学
意
識
が
あ

っ
た
か
ら
に
違
い
な
い
｡
批
評
家
が
作
品
を
批
評
す
る
と
い
う
こ
と
は
･
言
う

ま
で
も
な
く
そ
の
作
品
の
価
値
の
判
断
す
る
こ
と
で
あ
る
が
'
逆
に
言
え
ば
,

そ
の
作
品
評
を
通
し
て
自
分
の
抱
い
て
い
る
文
学
観
'
文
学
意
識
を
表
出
す
る

こ
と
で
も
あ
る
｡
自
ら
の
抱
い
て
い
る
文
学
観
を
抜
き
に
し
て
は
作
品
評
は
行

ぇ
な
い
｡
と
考
え
る
と
'
紅
葉
評
の
方
法
の
類
似
は
魯
庵
の
文
学
観
'
又
は
小

説
に
対
す
る
評
価
の
基
準
が
あ
る
程
度
定
ま
っ
て
い
た
こ
と
を
示
す
も
の
だ
と

言
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
｡

こ
の
こ
と
は
各
評
の
キ
イ
ワ
ー
ド
を
見
れ
ば
明
白
で
あ
る
｡
｢
京
人
形
｣
評

で
は
∧
字
句
>
∧
脚
色
>
<
趣
向
>
<
立
案
>
'
『
色
憾
悔
』
評
(
其
二
)
で

は
<
趣
向
>
<
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
>
'
｢
南
無
阿
爾
陀
悌
｣
評
で
は
<
文
章
>

<
立
案
>
<
脚
色
>
∧
人
情
>
'
『
や
ま
と
昭
君
』
で
は
<
趣
向
>
<
文
字
>

<
主
眼
>
'
｢
懸
山
陵
｣
評
で
は
<
立
案
>
<
着
眼
>
<
人
情
>
<
結
溝
V
,

『
此
ぬ
し
』
評
で
は
<
眼
目
>
∧
趣
向
∨
∧
着
眼
>
<
観
察
>
<
キ
ャ
ラ
ク
タ

ー
>
<
人
情
>
'
『
伽
羅
枕
』
評
で
は
∧
文
字
>
∧
人
情
>
等
の
言
葉
が
用
い

ら
れ
て
い
る
｡
こ
れ
ら
は
魯
庵
の
視
点
が
∧
文
字
(
文
節
)
>
<
立
案
>
<
脚
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色
>
<
趣
向
>
<
着
眼
(
眼
目
'
主
眼
)
>
<
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
(
人
情
)
>
等
に

置
か
れ
て
い
た
こ
と
を
物
語
る
も
の
で
あ
る
｡
つ
ま
り
'
各
評
少
々
の
バ
ラ
つ

き
は
あ
る
が
'
ほ
ぼ
一
定
の
視
点
か
ら
評
価
さ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ

る
｡
こ
れ
は
批
評
方
法
を
捉
え
る
上
で
重
要
な
点
で
あ
ろ
う
｡

従
っ
て
'
魯
庵
の
批
評
方
法
の
特
色
と
し
て
第
一
に
言
え
る
こ
と
は
'
各
々

の
評
を
柔
軟
に
評
し
て
い
る
'
そ
の
根
底
に
1
貫
し
た
評
価
の
視
点
が
あ
る
と

い
う
こ
と
で
あ
る
｡
方
法
上
の
類
似
は
単
な
る
偶
然
で
は
な
く
視
点
-
つ
ま

J
P
文
学
意
識
'
文
学
観
の
表
出
と
も
言
え
る
の
だ
が
-
が
1
定
し
て
い
た
こ
と

に
拠
る
の
で
あ
る
｡

方
法
の
特
色
の
第
二
と
し
て
'
譜
諺
･
訊
刺
の
要
素
を
多
-
含
ま
せ
る
こ
と

が
挙
げ
ら
れ
よ
う
｡
こ
れ
は
表
現
の
問
題
と
し
て
捉
え
る
こ
と
も
で
き
る
が
'

あ
え
て
方
法
の
特
色
に
数
え
よ
う
と
す
る
の
は
'
皮
肉
の
た
っ
ぷ
り
効
い
た
文

章
の
使
い
方
に
魯
庵
独
自
の
工
夫
を
感
じ
る
か
ら
で
あ
る
｡

九
第
の
評
の
中
で
'
特
に
魯
庵
独
特
の
誠
刺
が
見
ら
れ
る
の
は
『
色
儀
悔
』

罪
(
其
こ
と
『
や
ま
と
暗
君
』
評
で
あ
る
｡
『
色
憾
悔
』
　
評
に
於
て
紅
葉
の

方
法
を
借
用
す
る
こ
と
自
身
が
認
刺
で
あ
っ
た
こ
と
は
既
に
述
べ
た
が
'
表
現

面
で
も
'

･
江
湖
の
明
盲
目
を
敦
へ
ら
る
～
和
深
切
の
有
難
さ
恩
は
ず
涙
を
催
し
侯

(
こ
～
ら
が
主
眼
の
あ
る
虞
か
)

･
芳
野
が
紙
帳
の
書
置
を
見
て
ハ
テ
と
首
を
傾
け
し
の
み
か
若
葉
の
物
語
を

問
き
て
も
気
が
附
か
ぬ
と
は
頗
る
迂
潤
だ
-
守
虞
に
嫌
は
れ
る
も
無
理
は

な
い
'
｢
娘
芳
野
は
知
る
通
り
の
不
束
者
｣
　
と
は
サ
ス
が
遠
山
　
-
　
子
を

見
る
事
親
に
如
か
ず
ト
ハ
確
言
'

等
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
｡
『
や
ま
と
昭
君
』
　
評
で
も
'

世
に
出
で
ぬ
先
よ
り
御
噂
は
聞
き
侯
ひ
し
が
シ
ョ
ー
ル
-
ボ
ン
子
ツ
ー
の

今
様
坂
の
中
へ
異
様
の
物
数
寄
に
紫
の
組
に
て
留
め
た
る
大
振
袖
の
御
姿

を
拝
し
参
ら
せ
て
は
鬼
へ
ぬ
和
光
に
専
-
覚
へ
山
々
恩
ふ
百
分
1
を
は
書

き
つ
ら
ね
申
す
べ
し
｡

と
い
う
あ
た
り
が
そ
う
で
あ
ろ
う
｡

こ
れ
ら
を
見
て
も
判
る
こ
と
だ
が
'
魯
庵
の
訊
刺
は
対
象
を
的
確
に
把
握
す

る
と
こ
ろ
か
ら
始
ま
っ
て
い
る
｡
『
色
魔
悔
』
　
が
｢
涙
を
主
眼
｣
と
し
た
小
説

だ
と
い
う
前
提
が
な
け
れ
ば
'
最
初
に
挙
げ
た
よ
う
な
誼
刺
は
出
て
来
な
い
｡

又
'
芳
野
の
迂
潤
さ
が
不
自
然
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
際
に
も
'
突
拍
子
も

な
い
1
人
よ
が
り
の
認
刺
で
は
な
-
'
本
文
中
に
於
け
る
守
巌
と
の
関
係
や
遠

山
の
言
葉
を
う
ま
く
用
い
て
い
る
｡
同
様
に
『
や
ま
と
昭
君
』
に
つ
い
て
も
'

(
注
1
8
)

本
文
に
あ
る
娘
の
描
写
を
ふ
ま
え
'
｢
文
庫
｣
　
の
他
の
作
品
が
現
代
風
で
あ
る

の
と
対
比
さ
せ
て
誠
刺
し
て
い
る
｡

こ
の
よ
う
に
作
品
の
本
文
や
特
徴
を
把
握
し
た
上
で
の
謁
刺
で
あ
る
か
ら
'

作
品
評
の
中
に
含
め
ら
れ
て
も
異
和
感
を
抱
か
せ
な
い
の
で
あ
る
｡
そ
れ
ば
か

り
か
逆
に
'
指
摘
に
鋭
さ
を
加
え
'
説
得
力
を
増
す
結
果
と
な
っ
て
い
る
｡
こ

の
こ
と
は
'
『
色
憾
悔
』
　
評
の
と
こ
ろ
で
述
べ
た
忍
月
と
の
比
較
を
見
て
も
明

ら
か
で
あ
る
｡

そ
の
他
の
評
に
も
'
『
色
魔
悔
』
『
や
ま
と
昭
君
』
両
評
と
同
様
の
こ
と
が
言

え
る
｡
こ
の
二
篇
ほ
ど
明
白
に
現
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
'
ち
ょ
っ
と
し

た
言
葉
遣
い
に
魯
庵
の
謁
刺
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
窺
え
る
｡
た
と
え
ば
'
｢
京
人

形
｣
評
中
に
'
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･
｢
黒
ひ
顔
は
其
ま
～
柱
を
離
れ
ず
｣
と
あ
り
｡
如
何
に
汐
に
焼
け
た
れ
ば

と
て
重
罪
利
加
の
土
轡
b
L
-
飴
り
に
情
け
な
し

･
｢
火
の
や
う
に
焚
へ
た
つ
唇
が
自
ら
密
着
-
接
吻
ア
ー
ツ
｣
と
あ
る
は
あ

ら
れ
も
な
し
｡
猪
の
態
を
啄
み
て
破
門
せ
ら
れ
し
人
も
あ
る
に
,
是
は
ま

た
い
か
な
事
｡

と
あ
る
.
｢
亜
非
利
加
の
土
讐
に
寧
ろ
｢
猪
の
憩
を
昧
み
て
破
門
せ
ら
れ

し
人
｣
を
ひ
き
あ
い
に
出
す
こ
と
で
'
自
分
の
訴
え
よ
う
と
し
て
い
た
こ
と
を

強
調
す
る
効
果
を
挙
げ
て
い
る
7
例
で
あ
ろ
う
.

紅
葉
以
外
の
作
品
評
で
も
'
こ
の
よ
う
な
種
類
の
謁
刺
の
方
法
は
よ
く
昌
に

っ
-
｡
参
考
ま
で
に
挙
げ
て
み
る
と
,
｢
妹
背
璽
)
評
に
於
け
る
.
.
.
や
-
の
用

(
注
2
0
)

い
方
に
対
す
る
説
刺
'
｢
初
紅
葉
｣
評
で
の
報
知
新
聞
の
甘
い
評
価
に
対
す
る

皮
肉
や
｢
南
無
軽
快
淡
泊
｣
と
そ
の
作
風
を
呼
ん
で
い
る
と
こ
ろ
,
｢
虞
美
人
｣

評
で
<
趣
向
>
の
単
調
さ
を
擬
態
語
を
用
い
て
述
べ
た
部
分
な
ど
が
あ
る
｡
こ

れ
ら
を
見
て
も
作
品
の
弱
点
を
掴
み
'
自
分
の
意
図
を
的
確
に
訴
え
る
為
に
譜

諺
に
富
ん
だ
独
特
の
訊
刺
を
行
っ
て
い
る
こ
と
が
判
る
｡
魯
庵
に
と
っ
て
語

諺
'
訊
刺
と
い
う
も
の
は
'
ま
さ
し
i
P
の
自
己
表
出
の
手
段
で
あ
り
,
有

効
な
批
評
の
方
法
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
｡

魯
庵
の
批
評
方
法
の
特
色
と
し
て
第
三
に
挙
げ
ら
れ
る
の
は
,
評
価
つ
ま
り

肯
定
か
否
定
か
の
示
し
方
で
あ
る
｡

こ
れ
に
つ
い
て
は
｢
懸
山
塊
｣
評
が
最
も
そ
の
特
徴
を
示
し
て
い
る
と
言
え

よ
う
｡
と
い
う
の
は
､
先
に
も
述
べ
た
と
お
り
'
前
半
の
評
価
を
覆
す
要
素
を

含
ん
だ
指
摘
を
後
に
行
う
と
い
う
'
そ
の
典
型
的
な
例
が
｢
憩
山
塊
｣
評
に
は

あ
る
か
ら
で
あ
る
｡

そ
の
他
の
紅
葉
作
品
評
の
中
に
も
､
｢
懸
山
塊
｣
評
ほ
ど
重
大
な
問
題
は
含

ん
で
い
な
い
が
'
同
様
の
方
法
が
用
い
ら
れ
て
い
る
｡

た
と
え
ば
｢
京
人
形
｣
評
に
於
て
も
､
｢
雅
俗
折
衷
鉢
｣
の
文
章
を
賛
美
し
た

そ
の
後
に
'
｢
脚
色
の
姦
通
徹
せ
ざ
る
は
此
絶
妙
好
評
を
し
て
死
物
た
ら
し

む
る
｣
と
そ
の
文
章
の
よ
さ
が
発
揮
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
｡

い
く
ら
｢
絶
妙
好
評
｣
で
あ
っ
た
と
し
て
も
､
そ
れ
が
作
品
に
生
き
て
い
な
い

の
で
は
作
品
全
体
と
し
て
見
た
場
合
'
殆
ど
無
意
味
だ
と
言
う
の
で
あ
る
｡
魯

庵
は
紅
葉
の
文
体
が
秀
れ
て
い
る
こ
と
を
強
調
す
る
と
共
に
'
そ
の
<
脚
色
V

の
不
備
を
も
力
説
し
て
い
る
の
で
あ
る
｡
そ
し
て
'
そ
れ
は
又
,
少
な
か
ら
ず

紅
葉
の
∧
文
節
>
の
あ
り
方
に
対
す
る
謁
刺
に
も
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
｡

又
､
『
伽
羅
枕
』
評
に
も
'
同
様
に
､
西
鶴
調
の
文
章
の
こ
と
が
取
り
あ
げ

ら
れ
て
い
る
｡
魯
庵
は
こ
の
評
の
冒
頭
に
近
い
部
分
で
,

紅
葉
は
文
に
巧
み
な
り
'
そ
の
西
鶴
に
得
た
る
虞
も
ま
た
文
字
に
し
て

(
略
)
西
鶴
よ
り
出
で
～
西
鶴
よ
り
能
文
な
り
と
云
ふ
べ
し

と
述
べ
'
そ
の
文
の
巧
み
さ
を
賞
賛
し
て
い
る
｡
と
こ
ろ
が
,
中
ほ
ど
に
は

｢
紅
葉
山
人
が
得
し
は
西
鶴
の
想
脇
に
あ
ら
で
西
鶴
の
文
な
り
｣
と
完
全
な
賛

美
で
は
な
-
な
っ
て
い
る
.
そ
し
て
'
『
花
女
』
と
『
伽
羅
枕
』
を
比
較

ヽ

･

し
'
似
て
い
る
の
は
二
人
の
女
が
生
涯
の
歴
史
を
篤
せ
し
其
形
｣
の
み
で
あ

り
'
前
者
が
｢
人
情
の
移
り
変
る
を
骨
｣
と
し
て
お
り
'
｢
讃
了
っ
て
恰
も
穿

院
菜
野
の
問
を
過
ぎ
あ
た
り
の
景
色
な
が
め
-
ら
し
悌
寵
に
入
り
て
香
を
粘
る

の
心
地
す
｣
る
の
に
対
し
て
'
後
者
は
｢
奇
な
る
を
骨
｣
と
し
て
お
り
･
｢
覗

眼
鏡
の
忽
ち
に
観
を
異
に
せ
る
が
如
き
｣
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
｡
つ
ま
り
,

初
め
の
賛
辞
は
末
節
に
於
て
は
賛
辞
で
は
な
く
'
単
な
る
芸
達
者
へ
の
批
判
へ
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那

と
変
化
し
て
い
る
と
も
と
れ
る
の
で
あ
る
｡

･
こ
の
よ
う
に
魯
庵
は
､
肯
定
と
否
定
(
若
し
く
は
否
定
に
近
い
も
の
)
を
並

列
L
t
関
連
さ
せ
る
て
と
で
'
よ
り
強
烈
に
自
分
の
主
張
を
押
し
出
そ
う
と
し

て
い
る
よ
う
で
あ
る
｡

又
'
『
や
ま
と
昭
君
』
.
評
に
於
け
る
<
文
字
>
<
趣
向
∨
<
主
眼
>
等
の
よ

う
に
'
小
説
を
構
成
す
る
個
々
の
要
素
を
取
り
あ
げ
て
批
評
す
る
際
に
も
'
資

質
す
る
も
の
を
最
初
に
述
べ
'
順
々
に
否
定
す
る
も
の
を
並
べ
て
い
く
方
法
を

と
る
こ
と
が
比
較
的
多
い
の
で
あ
る
｡
こ
れ
を
見
て
も
'
魯
庵
が
肯
定
と
否
定

の
組
み
合
わ
せ
に
よ
っ
て
論
を
強
め
る
効
果
を
計
算
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か

と
思
え
る
の
で
あ
る
｡

但
し
'
こ
こ
で
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
'
必
ず
し
も
魯
庵
の
意
図

ど
お
り
の
強
調
が
為
さ
れ
て
い
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
点
で
あ
る
｡
｢
懸

山
塊
｣
｢
伽
羅
枕
｣
　
な
ど
最
も
よ
い
例
で
あ
る
｡
肯
定
か
否
定
か
'
下
手
を
す

る
と
魯
庵
が
ど
ち
ら
の
立
場
で
評
を
行
っ
て
い
る
か
さ
え
暖
味
に
な
る
場
合
が

あ
る
の
で
あ
る
｡

し
か
し
'
何
れ
に
せ
よ
'
肯
定
'
否
定
の
示
し
方
'
評
価
の
表
し
方
に
は
魯

庵
独
特
の
特
色
が
あ
り
'
方
法
の
特
色
の
一
つ
に
数
え
て
も
支
障
は
あ
る
ま

ヽ

I

 

0

I
L
Y

以
上
'
方
法
上
の
特
色
に
つ
い
て
述
べ
た
が
'
も
う
一
つ
考
え
な
-
て
ほ
な

ら
な
い
の
は
'
魯
庵
が
評
価
の
基
準
と
し
て
い
た
も
の
は
何
か
と
い
う
こ
と
で

あ
る
｡
ど
の
よ
う
な
も
の
を
肯
定
L
t
　
又
'
否
定
し
て
い
た
か
'
を
手
が
か
り

に
し
て
捉
え
て
い
く
こ
と
に
し
よ
う
｡

｢
南
無
阿
爾
陀
悌
｣
｢
懸
山
塊
｣
評
で
は
'
<
脚
色
>
の
す
ば
ら
し
さ
'
<
着

限
>
の
高
さ
が
肯
定
す
る
理
由
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
｡
｢
京
人
形
｣
を
否

定
す
る
主
な
理
由
と
し
て
'
∧
脚
色
>
が
三
見
し
て
い
な
い
点
を
指
摘
し
て
い

た
の
と
考
え
あ
わ
せ
れ
ば
'
魯
庵
は
<
脚
色
>
と
い
う
も
の
を
小
説
の
重
要
な

要
素
と
考
え
'
評
価
の
視
点
に
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
｡
こ
の
こ
と
は
'
｢
京

人
形
｣
評
に
於
て
｢
肝
心
な
る
脚
色
｣
と
い
う
表
現
を
し
て
い
る
こ
と
や
'
部

分
的
に
秀
れ
て
い
て
も
作
品
全
体
と
し
て
の
1
貫
性
が
な
け
れ
ば
｢
絶
妙
好
節

を
し
て
死
物
た
ら
し
む
る
｣
　
と
批
評
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
も
現
れ
て
い
る
｡

又
'
『
色
憾
悔
』
評
(
其
二
)
で
'
｢
シ
カ
シ
　
『
京
人
形
』
　
と
蓬
ひ
全
篇
通
徹

し
て
居
る
'
ダ
カ
ラ
有
が
た
し
｣
と
述
べ
て
い
る
辺
り
に
も
窺
え
る
L
t
　
｢
南

無
阿
爾
陀
悌
｣
評
で
'
<
立
案
>
∧
脚
色
>
よ
り
<
文
字
∨
が
優
先
し
'
<
文

字
>
に
全
て
が
左
右
さ
れ
て
い
る
傾
向
を
紅
葉
の
｢
固
有
の
病
癖
｣
と
呼
ん
で

い
る
こ
と
か
ら
も
理
解
で
き
る
の
で
あ
る
｡

又
'
｢
懸
山
塊
｣
　
を
肯
定
す
る
理
由
と
し
て
'
<
人
情
V
を
穿
っ
て
い
る
点

が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
｡
<
人
情
∨
を
穿
つ
と
い
う
の
は
'
換
言
す
れ
ば
'
生
き

た
人
間
を
描
き
'
美
醜
を
問
わ
ず
人
間
の
本
質
を
捉
え
る
と
い
う
こ
と
で
あ

る
｡
『
小
説
神
髄
』
　
が
出
て
以
来
'
小
説
に
於
け
る
<
人
情
∨
と
い
う
も
の
が

急
速
に
意
識
さ
れ
始
め
た
が
'
魯
庵
も
小
説
を
批
評
す
る
視
点
の
一
つ
を
<
人

情
>
に
置
い
て
い
た
よ
う
で
あ
る
｡
｢
京
人
形
｣
　
評
で
は
'
｢
京
人
形
は
美
な

る
哉
'
艶
な
る
我
､
倍
む
ら
-
は
活
動
の
精
神
に
乏
し
｣
と
生
き
た
人
物
を
描

い
て
い
な
い
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
L
t
　
『
此
ぬ
し
』
　
評
に
於
て
も
'
俊
橘
'

龍
子
共
に
｢
小
説
家
の
着
目
す
べ
き
好
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
｣
で
あ
り
な
が
ら
矛
盾

点
が
多
い
の
は
'
｢
大
人
の
御
観
察
足
ら
ず
し
て
徒
ら
に
其
胸
中
よ
り
二
筒
の

土
人
形
を
造
出
せ
し
に
あ
ら
ざ
る
か
｣
と
頭
の
中
で
考
え
た
人
物
は
人
形
に
過

Osaka Shoin Women's University Repository



-105-

ぎ
な
い
こ
と
を
忠
告
L
t
｢
皮
相
的
人
情
｣
を
写
し
て
満
足
す
べ
き
で
な
い
と

批
判
し
て
い
る
｡
又
'
『
色
儀
悔
』
評
(
其
二
)
で
は
,
｢
小
説
を
編
に
は
キ

ャ
ラ
ク
タ
ー
こ
そ
肝
心
な
り
｡
此
『
色
憾
悔
』
に
は
何
れ
も
此
肝
心
な
る
キ
ャ

ラ
ク
タ
ー
を
敏
き
し
と
党
ゆ
｡
｣
と
小
説
に
於
け
る
<
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
>
の
重

要
性
を
説
い
て
い
る
｡
以
上
か
ら
考
え
て
も
･
魯
庵
が
人
物
及
び
<
人
情
>
の

捉
え
方
や
描
き
方
を
'
批
評
の
一
つ
の
視
点
と
し
､
重
ん
じ
て
い
た
と
言
え

る
｡
生
き
た
人
間
を
捉
え
て
い
る
か
､
美
醜
両
面
を
兼
ね
備
え
た
其
の
<
人

情
>
が
活
け
て
い
る
か
'
即
ち
'
こ
れ
が
評
価
の
其
準
と
な
る
わ
け
で
あ
る
｡

九
荒
の
う
ち
'
全
体
的
に
見
て
否
定
さ
れ
て
い
る
｢
京
人
形
｣
『
色
魔
悔
』

｢
此
ぬ
し
｣
等
は
'
何
れ
も
<
脚
色
>
或
い
は
<
人
情
>
の
描
き
方
,
人
物
の

追
求
の
仕
方
の
不
備
を
指
摘
さ
れ
て
い
る
｡
<
脚
色
>
<
人
情
∨
が
作
品
全
体

の
評
価
に
関
わ
っ
て
-
る
こ
と
を
示
す
よ
い
例
で
あ
ろ
う
｡

盲
の
他
に
は
'
<
趣
向
>
の
纏
ま
り
の
無
さ
'
陳
腐
さ
'
∧
文
章
>
の
無
味

等
が
否
定
的
評
価
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
｡
こ
の
∧
趣
向
>
や
<
文
章
>
に

っ
い
て
'
魯
庵
は
､
｢
趣
向
を
彼
是
申
す
は
つ
ま
り
第
三
流
以
下
の
言
草
｣
で
あ

る
と
言
い
'
<
文
章
>
の
巧
み
さ
は
｢
遍
の
技
能
｣
で
あ
る
が
･
そ
れ
だ
け

を
取
り
あ
げ
て
作
品
全
体
の
評
価
と
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
述
べ
て
い
る
｡

従
っ
て
'
小
説
の
要
素
と
し
て
∧
趣
向
>
や
<
文
章
>
と
い
う
も
の
を
･
∧
脚

色
∨
や
∧
人
情
>
の
捉
え
方
と
比
較
す
る
と
･
さ
ほ
ど
重
要
と
は
考
え
て
い
な

か
っ
た
ら
し
い
｡
こ
の
こ
と
は
魯
庵
が
『
や
ま
と
昭
君
』
や
『
伽
羅
枕
』
の
文

章
の
巧
み
さ
を
認
め
な
が
ら
'
そ
れ
が
作
品
全
体
の
評
価
に
結
び
つ
い
て
い
な

か
っ
た
こ
と
か
ら
も
判
る
の
で
あ
る
｡

以
上
'
大
変
お
お
ま
か
で
あ
っ
た
が
'
魯
庵
が
肯
定
'
否
定
し
て
い
る
も
の
-
 
I

を
も
と
に
'
彼
の
評
価
の
視
点
'
基
準
を
み
て
き
た
｡
そ
れ
は
<
脚
色
>
∧
人

情
>
の
捉
え
方
を
小
説
の
要
素
と
し
て
重
ん
じ
,
∧
文
字
>
や
∧
趣
向
>
等
を

第
二
と
し
て
位
置
づ
け
た
も
の
で
あ
っ
た
.
つ
ま
り
,
<
脚
色
>
が
首
尾
壷

し
て
い
る
か
'
<
人
情
>
を
穿
っ
て
い
る
か
が
評
価
の
重
要
な
鍵
で
あ
り
,
そ

れ
に
よ
t
っ
て
肯
定
す
る
か
否
定
す
る
か
が
ほ
ぼ
決
定
さ
れ
る
わ
け
な
の
で
あ

る
｡

で
は
少
し
視
点
を
変
え
て
'
紅
葉
は
こ
れ
ら
,
<
脚
色
>
<
人
情
>
<
趣

向
>
<
文
章
>
と
い
っ
た
も
の
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
て
い
た
の
か
,
に
つ
い
て

考
え
た
い
と
思
う
｡
が
'
十
分
検
討
す
る
余
裕
が
な
か
っ
た
の
で
,
こ
こ
で
は

(
注
2
1
)

問
保
生
民
の
指
摘
を
引
用
し
た
い
と
思
う
｡
同
氏
に
よ
る
と
,
紅
葉
が
小
説
の

｢
理
論
的
支
柱
｣
を
求
め
て
い
た
の
は
『
小
説
神
髄
』
で
あ
っ
た
と
い
う
｡
そ

れ
な
ら
ば
<
人
情
>
を
｢
主
脳
｣
と
し
た
作
品
を
め
ざ
す
は
ず
で
あ
っ
た
が
,

紅
葉
が
｢
ひ
た
す
ら
取
り
出
し
た
｣
の
は
｢
置
態
風
俗
』
を
い
か
に
描
く
べ
き

か
｣
と
い
う
方
法
に
す
ぎ
な
か
っ
た
し
,
『
神
髄
』
で
説
い
て
い
る
<
人
情
>
を

描
こ
う
と
し
て
描
い
た
の
は
｢
江
戸
時
代
以
来
の
古
風
な
『
義
理
人
情
』
の
『
人

情
』
で
あ
っ
た
｡
｣
と
､
同
氏
は
紅
葉
が
『
神
髄
』
に
小
説
の
｢
理
論
｣
を
求

め
な
が
ら
'
そ
の
実
作
に
於
て
ほ
戯
作
を
抜
け
き
れ
な
か
っ
た
こ
と
を
指
摘
し

t

一

て
い
る
｡
又
'
紅
葉
は
｢
平
凡
な
る
日
常
生
活
｣
の
中
に
着
眼
す
べ
き
事
柄
を

見
出
し
'
そ
れ
を
掘
り
下
げ
る
為
に
構
成
を
練
る
と
い
う
こ
と
が
な
か
っ
た
｡

1
0
の
モ
チ
ー
フ
を
見
つ
け
る
と
初
め
か
ら
そ
れ
の
み
に
注
目
し
て
,
そ
れ
を

効
果
的
に
表
わ
す
為
に
｢
構
想
｣
し
て
い
-
｢
所
謂
趣
向
主
義
｣
を
と
っ
て
い

た
'
と
述
べ
'
｢
場
割
を
い
-
つ
か
設
定
し
,
そ
れ
を
後
で
つ
な
い
で
行
-
｣

｢
い
は
ば
歌
舞
伎
風
の
構
成
｣
で
あ
っ
た
と
指
摘
し
て
い
る
.
讐
て
,
∧
人
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情
>
の
捉
え
方
に
し
て
も
､
作
品
構
成
の
あ
り
方
に
し
て
も
'
<
趣
向
∨
に
対

す
る
考
え
方
に
し
て
も
'
紅
葉
と
魯
庵
は
一
致
す
る
と
こ
ろ
が
殆
ど
な
か
っ

た
｡
紅
葉
の
作
品
に
対
す
る
姿
勢
は
魯
庵
の
評
価
の
基
準
と
逆
行
す
る
も
の
だ

っ
た
と
言
っ
て
い
い
｡
.
そ
の
上
に
文
才
を
駆
使
し
た
美
辞
麗
句
の
文
章
ば
か
り

が
目
立
っ
た
為
､
魯
庵
の
批
判
の
的
に
な
り
が
ち
だ
っ
た
の
で
あ
る
｡

以
上
の
よ
う
に
'
魯
庵
は
紅
葉
の
作
品
に
対
し
て
ほ
ぼ
否
定
的
だ
っ
た
の
で

あ
る
が
'
こ
の
批
評
の
視
点
や
基
準
を
､
魯
庵
は
ど
こ
か
ら
得
た
の
で
あ
ろ
う

か
｡
先
に
も
触
れ
た
よ
う
に
『
小
説
神
髄
』
か
ら
学
ん
だ
と
こ
ろ
も
あ
っ
た
ろ

う
L
t
　
｢
書
目
十
種
｣
　
等
で
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
'
デ
ィ
ケ
ン
ズ
'
ツ
ル
ゲ

-
ネ
フ
'
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
'
ゾ
ラ
等
外
国
文
学
の
影
響
も
受
け
て
い
た
だ

ろ
う
.
又
､
西
鶴
'
京
伝
､
近
松
'
1
九
'
三
馬
'
其
境
等
の
古
典
か
ら
得
た

も
の
も
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
｡

し
か
し
'
何
れ
に
せ
よ
'
こ
の
視
点
や
基
準
と
い
う
も
の
は
魯
庵
自
身
の
文

学
観
'
文
学
に
対
す
る
意
識
に
根
ざ
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
｡

批
評
に
現
れ
る
視
点
の
お
き
方
'
評
価
の
あ
り
方
ほ
と
り
も
な
お
さ
ず
'
魯
庵

自
身
の
文
学
意
識
の
流
出
な
の
で
は
あ
る
ま
い
か
｡
<
脚
色
>
の
一
貫
性
'

<
人
情
>
の
追
求
に
視
点
を
置
き
'
そ
れ
を
基
準
に
評
価
を
下
す
の
は
'
魯
庵

自
身
が
そ
れ
ら
に
小
説
の
主
体
'
価
値
を
見
出
し
て
い
た
た
め
に
他
な
ら
な
か

っ
た
の
で
あ
る
｡

5678

注
記

-
　
『
女
撃
雑
誌
』
　
1
 
-
 
2
･
1
 
3
 
4
号
｡
署
名
　
｢
不
知
竃
主
人
｣
｡

2
　
こ
の
中
に
は
児
童
文
学
も
含
ま
れ
て
い
る
｡

8191

『
明
治
文
畢
全
集
2
4
内
田
魯
庵
集
』
昭
5
･
3
　
筑
摩
萱
好

｢
鼻
美
人
を
許
す
｣
(
『
女
雑
学
誌
』
1
3
7
･
1
3
8
号
　
明
2
1
･
1
1
-
1
2
)
｡
署

名
｢
不
知
庵
主
人
｣
｡

『
女
学
雑
誌
』
1
 
-
 
4
号
'
明
2
2
･
6
｡
署
名
｢
ふ
'
ち
'
｣
｡

『
志
が
ら
み
草
紙
』
4
号
o
明
2
･
1
0
署
名
｢
U
5
U
5
U
5
｣
.

明
2
 
5
･
1
｡
博
文
館
｡
署
名
｢
不
知
庵
主
人
｣
｡

｢
新
著
百
種
の
『
色
機
悔
』
｣
(
『
国
民
之
友
』
明
2
2
･
4
)
署
名
｢
福
洲

撃
人
｣
｡

明
2
 
7
･
4
｡
右
文
政
｡
署
名
｢
三
文
字
産
金
卒
｣
｡

署
名
｢
A
R
C
｣

●

●

『
女
学
雑
誌
』
は
号
'
明
2
･
1
 
2
｡
署
名
｢
M
M
｣
.

同
右
｡
署
名
｢
楠
仙
子
｣
｡

『
女
撃
雑
誌
』
川
2
･
1
 
-
 
3
号
'
明
2
2
･
1
 
2
｡
署
名
｢
不
知
庵
主
人
｣
｡

署
名
｢
路
功
虞
士
｣
｡

『
女
学
雑
誌
』
_
 
-
 
5
号
｡
署
名
｢
藤
の
屋
｣

『
国
民
新
聞
』
明
2
3
･
2
･
4
｡
署
名
｢
廊
下
と
ん
び
｣
｡

｢
警
告
｣
と
受
け
と
る
の
は
'
常
に
魯
庵
の
中
に
文
学
及
び
社
会
改
造

の
意
識
が
働
い
て
い
た
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
｡
『
文
学
一
斑
』
　
で

｢
詩
人
の
任
｣
を
｢
あ
ら
ゆ
る
宇
宙
の
大
問
題
を
解
か
ざ
る
べ
か
ら
ず
｣

と
捉
え
て
い
た
魯
庵
で
あ
る
｡
そ
こ
に
警
醒
的
な
要
素
が
含
ま
れ
て
い

た
と
し
て
も
不
思
議
で
は
な
か
ろ
う
｡

『
文
庫
』
1
 
9
号
'
明
2
 
1
･
4
｡
｢
や
ま
と
昭
君
｣
宝
の
巻
に
あ
る
｡

｢
漣
山
人
の
『
妹
背
見
』
｣
(
『
女
学
雑
誌
』
H
 
7
号
'
明
2
2
･
8
)
｡
署
名
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｢
不
二
山
人
｣
｡

2
 
0
　
｢
漣
山
人
の

衷

　

心

『
初
紅
葉
』
｣
　
(
『
女
学
雑
誌
』
　
M
号
'
明
2
 
2
･
5
)
｡
署

名
｢
ふ
'
ち
｣
｡

2
 
1
　
『
尾
崎
紅
葉
～
そ
の
基
礎
的
研
究
-
』
間
保
生
　
昭
2
 
8
･
4
.
東
京
堂
.

尾

崎

紅

莱

内

田

魯

庵
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へ
昭
和
5
 
3
年
度
卒
業
生
'
大
阪
教
育
大
学
大
学
院
生
)
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