
内

田

魯

庵

研

究

内

魯

庵

l乙

つ

て

と

は
じ
め
に

魯
庵
の
紅
葉
作
品
評
や
「
文
目
筆
者
と
な
る
法
』
に
は
、
他
の
作
家
に
対
す
る

の
と
は
一
線
を
画
し
た
辛
錬
な
批
判
が
含
ま
れ
て
い
る
。
批
評
方
法
や
表
現
、

取
り
上
げ
る
事
柄
の
端
々
に
徹
底
し
た
批
判
精
神
が
顔
を
出
し
て
い
る
。
勿
論

と
れ
ら
は
紅
葉
の
作
品
や
文
学
観
に
対
す
る
否
定
を
意
味
す
る
の
で
あ
ろ
う
。

が
、
何
故
こ
と
ま
で
辛
練
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
か
。
そ
乙
に
は
逆

に
紅
葉
に
対
す
る
特
別
の
意
識
が
働
い
て
い
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
本
稿

は
、
乙
の
素
朴
な
疑
問
に
発
し
て
い
る
。
魯
庵
と
紅
葉
の
関
係
が
単
な
る
批
評

家
と
作
家
と
い
う
図
式
で
割
り
き
れ
る
も
の
か
ど
う
か
、
辛
妹
な
批
判
の
袋
面

に
あ
っ
た
魯
庵
の
意
識
を
探
り
な
が
ら
、
魯
庵
に
と
っ

て
の
紅
葉
と
は
ど
の
よ

3
1
 

う
な
存
在
で
あ
っ
た
か
を
捉
え
て
い
き
た
い
と
恩
引
。

の

紅

葉

木

村

有

美

子
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忍
月
の
後
を
継
い
で
「
女
翠
雑
誌
」
の
批
評
欄
を
担
当
す
る
よ
う
に
な
っ
た

魯
庵
は
、
精
力
的
に
文
芸
批
評
活
動
を
展
開
し
て
い
く
。
特
に
、
明
治
腕
ヂ
代

の
前
半
に
は
、
同
時
代
の
作
家
に
関
す
る
だ
け
で
五
十
六
篇
の
作
品
評
を
行
つ

舟
+A
q
u

て
い
る
。
最
近
刊
行
さ
れ
た
『
内
田
魯
庵
全
集
』
の
第
l
巻
は
、
魯
庵
の

「文

芸
評
論
集
」
と
も
呼
べ
る
内
容
を
持
つ
が
、
そ
の
大
部
分
が
初
年
代
前
半
に
集

中
的
に
発
表
さ
れ
て
い
る
の
を
見
て
も
納
得
が
い
と
う
。

と
の
五
十
六
篇
中
、
最
も
多
く
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
作
家
は
他
な
ら
ぬ
紅

葉
で
あ
り
、
『
二
人
椋
助
』
『
鬼
桃
太
郎
』
と
い
っ
た
幼
年
文
学
を
含
め
れ
ば
、

全
部
で
十
二
篇
に
も
及
ん
で
い
る
。
五
十
六
篇
中
の
十
二
筒
で
あ
る
か
ら
、
一

作
家
の
占
め
る
割
合
と
し
て
は
、
か
な
り
の
ウ
エ
イ
ト
で
あ
る
。
と
れ
か
ら
見

Osaka Shoin Women's University Repository



て
も
、
魯
庵
が
紅
葉
に
関
し
て
、
特
別
な
関
心
を
抱
い
て
い
た
と
と
が
推
測
で

注
4

品
C
ヲ

hv

。
ま
た
、
内
容
的
に
見
て
も
、
紅
葉
に
関
す
る
批
評
に
は
他
に
見
ら
れ
な
い
特

殊
性
が
あ
る
。

内
3
p
b

以
前
拙
稿
で
指
摘
し
た
と
と
が
あ
る
が
、
魯
庵
は
文
芸
批
評
を
行
う
に
際
し

て
確
固
た
る
評
価
基
準
を
持
っ
て
い
た
。
か
な
り
遺
迄
の
『
小
説
紳
髄
』
の
影

響
を
・
つ
け
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
「人
物
」
「
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
」
の
追
求
、

し
く
み

「
脚
色
」
の
一

貫
性
を
小
説
の
第
一
義
と
し
、

表
現
技
術
は
そ
れ
に
次
ぐ
も
の

で
あ
る
と
捉
え
て
い
た
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
批
評
の
キ
イ
ポ
イ
ン
ト
と
な
る

視
点
も
多
少
の
ば
ら
つ
き
は
見
ら
れ
る
が
自
ら
絞
ら
れ
、
批
評
方
法
そ
の
も
の

も
一
定
の
傾
向
を
示
し
て
い
る
。

さ
て
、
本
稿
で
問
題
に
す
る
の
は
、
乙
の
よ
う
な
魯
庵
本
来
の
批
評
方
法
を

注

6

採
ら
な
い
特
殊
な
批
評
で
あ
る
が
、
『
内
田
魯
庵
全
集
』
第
l
巻
に
収
め
ら
れ

て
い
る
作
品
評
を
通
巻
し
で
も
、
次
に
挙
げ
る
、
ど
く
少
数
の
例
が
あ
る
ば
か

り
で
あ
る
。
し
か
も
注
意
す
べ
き
は
、
そ
れ
ら
の
殆
ど
が
、
何
ら
か
の
形
で
紅

葉
に
関
わ
っ
て
い
る
と
い
う
点
で
あ
る
。注

7

例
え
ば
、
「紅
葉
山
人
の
『
拾
華
微
笑
』
」
は
、
作
品
評
と
い
う
体
裁
を
と
り

な
が
ら
、
英
国
の
「
ユ
ー
モ
ア
」
と
「
日
本
の
滑
稽
」
と
の
相
違
を
論
じ
た
魯

庵
の
「
ユ
ー
モ
ア
論
」
と
呼
ぶ
に
ふ
さ
わ
し
い
内
容
を
持
っ

て
い
る
。
「
拍
華

微
笑
」
の
「
ユ
ー
モ
ア
」
は
、
魯
庵
の
論
を
展
開
す
る
た
め
の
導
入
と
し
て
用

い
ら
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。

『

注

8

ま
た
「
紅
葉
山
人
の
『
色
抽
出
悔
』
」
は
、

二
度
に
亙
っ
て
連
載
さ
れ
た
が
、

注
9

(
其
一
)

に
於
て
魯
庵
は
紅
葉
の
『
亙
木
立
』
評
の
方
法
を
そ
っ
く
り
借
用
し

て
み
せ
て
い
る
。
表
紙
、
一扉
、
挿
絵
と
順
に
批
評
し
て
い
く
と
乙
ろ
、
表
現
の

細
部
に
ば
か
り
囚
わ
れ
て
い
る
と
乙
ろ
、
あ
る
い
は
(
)
の
中
に
戯
文
調
の

言
葉
を
挟
む
と
と
ろ
な
ど
、
紅
葉
の
批
評
方
法
の
パ
ロ
デ
ィ
で
あ
る
乙
と
は

一

注
5

目
瞭
然
で
あ
る
。

注
目

更
に
、
魯
庵
は
、
と
の
紅
葉
の
批
評
方
法
を
『
乙
女
心
』
評
の
前
半
で
も
借

用
し
て
い
る
。
思
案
は
『
乙
女
心
』
の
冒
頭
に
、
紅
葉
の
『
色
餓
悔
』
の
「
作

者
日
」
を
も
じ
っ
た
も
の
を
掲
げ
た
が
、
魯
庵
は
と
れ
に
対
し
て
「
何
の
わ
け

も
な
く
」
模
倣
す
る
の
で
は
「
狼
員
似
」
で
は
な
い
か
、
と
批
判
し
て
い
る
の

で
あ
る
。
と
乙
で
紅
葉
の
批
評
方
法
を
借
用
し
た
の
は
、
調
刺
と
い
う
意
図
を

も
っ
て
乙
そ
、
パ
ロ
デ
ィ
は
意
味
が
あ
る
の
だ
と
い
う
と
と
を
示
し
た
か
っ
た

に
違
い
な
い
。
魯
庵
は
紅
葉
風
に
頁
を
追
っ
て
順
々
に
細
部
を
云
々
し
た
後
で

ζ

の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
小
穀
珪
は
コ
ン
ナ
も
の
」
だ
と
:
:
。
つ
ま
り、

紅
葉
の
批
評
方
法
で
は
、
取
る
に
足
ら
な
い
「
小
報
道
」
し
か
問
題
に
出
来
な

い
の
だ
と
言
っ

て
い
る
の
で
あ
る
。
魯
庵
は
次
に
「
大
破
瑳
」
と
し
て
「
人
情

に
深
か
ら
ざ
る
事
」
と
「
徽
の
生
へ
た
趣
向
」
の
二
点
を
挙
げ
、
本
来
の
自
分

の
方
法
で
批
評
を
続
け
て
い
る
の
で
あ
る
。

ζ

の
批
評
は
二
つ
の
意
味
で
面
白
い
発
見
を
さ
せ
て
く
れ
る
。
一
つ
は
「
調

す
る
」
意
図
を
持
た
な
い
パ
ロ
デ
ィ
は
「
猿
真
似
」
で
し
か
な
い
、
と
い
う
魯

庵
の
パ
ロ
デ
ィ
観
が
出
て
い
る
と
と
で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
、
恩
案
の
作
品
評

を
行
い
な
が
ら
、
紅
葉
の
批
評
方
法
を
痛
烈
に
批
判
し
て
い
る
と
い
う
と
と
で

あ
る
。
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Osaka Shoin Women's University Repository



注
目

「
良
美
人
を
許
す
」
に
於
て
も
、
『
色
機
悔
』
評
の
(
其
一
)
と
同
様
の
、
主

に
表
現
面
に
関
す
る
細
々
と
し
た
批
評
が
続
い
て
い
る
。
「
良
美
人
』
は
硯
友

社
員
で
あ
っ
た
麻
渓
居
士
の
作
品
で
あ
る
が
、
批
評
の
末
段
に
至
っ
て
魯
庵
は

「
末
筆
な
が
ら
硯
友
祉
の
紅
葉
殿
に
も
の
申
さ
ん
」
と
批
判
す
べ
き
対
象
が
紅

葉
で
あ
る
ζ

と
を
明
示
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
以
下
の
批
評
は
紅
葉
の
「
社
員

麻
渓
居
士
著
真
美
人
の
時
判
」
の
パ
ロ
デ
ィ
で
綴
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
少

々
長
く
な
る
が
対
応
す
る
部
分
を
引
用
し
て
み
る
。
ま
ず
、
紅
葉
文
で
あ
る
が
、

末
筆
な
が
ら
民
友
社
の
五
郎
殿
に
も
の
の
申
さ
ん

趣
向
が
淡
白
な
り
と
も
規
模
が
狭
小
な
り
と
も
面
白
い
物
語
の
な
い
で

は
あ
る
ま
い
又
我
々
は
蟻
の
類
な
ら
ね
ば
箱
庭
に
杖
を
引
く
に
面
白

か
ら
ず
小
さ
い
慮
が
上
野
か
向
嶋
な
ら
で
は
心
も
目
も
楽
し
ま
す
る
に

足
ら
ず
と
お
っ
し
ゃ
っ
た
五
郎
の
君
は
箱
庭
に
箱
庭
の
奇
観
あ
る
を
し

り
た
ま
は
ざ
る
か
羊
奨
の
古
折
に
土
を
盛
り
苔
を
載
せ
鶴
は
旅
人
よ
り

も
高
く
幽
谷
の
間
に
鉛
の
天
神
様
を
安
置
し
た
る
の
み
が
箱
庭
と
心
得

ら
れ
し
よ
な
笑
止
h

h

か
く
は
申
す
も
の
〉
真
美
人
が
奇
相
酬
を
備
へ

た
る
玉
階
朱
簾
の
下
に
据
え
置
く
可
き
箱
庭
な
り
と
い
ふ
に
は
あ
ら
ず

マ
ア
話
が
そ
ん
な
物
か
と
存
ず
る

と
あ
る
。
乙
れ
に
対
し
て
魯
庵
は
、

末
筆
な
が
ら
硯
友
祉
の
紅
葉
殿
に
も
の
申
さ
ん
、
余
は
五
郎
氏
の
親
戚

で
も
何
で
も
な
け
れ
ど
氏
に
代
り
て
御
返
辞
申
す
ベ
し
余
は
元
よ
り
蝿

に
あ
ら
ざ
れ
ば
箱
庭
に
杖
を
引
き
し
事
も
な
く
箱
庭
の
奇
観
を
見
物
せ

し
一手
も
な
け
れ
ど
ま
さ
か
に
羊
奨
の
古
折
に
土
を
盛
り
苔
を
載
せ
鶴
は

旅
人
よ
り
も
高
く
幽
谷
の
聞
に
鉛
の
天
紳
様
を
安
置
し
た
る
の
み
を
箱

庭
と
は
心
得
ず
シ
カ
シ
ど
ん
な
に
工
夫
を
凝
す
と
も
箱
庭
は
箱
庭
な
り

畢
党
お
坊
さ
ん
お
媛
ツ
チ
ヤ
マ
の
お
慰
に
し
て
雅
人
文
客
の
楽
む
べ
き

も
の
に
あ
ら
ず
(
中
略
)
紅
葉
の
君
は
箱
庭
の
奇
観
を
知
り
給
へ
ば
是

を
以
て
上
野
向
島
の
自
然
景
と
一
玄
ふ
べ
し
と
思
ひ
給
ふ
よ
な
笑
止
々
々

か
く
は
申
す
も
の
〉
真
美
人
は
玉
階
朱
簾
の
下
に
据
ゑ
置
き
て
金
衣
公

子
に
愛
玩
せ
ら
る
』
箱
庭
な
る
事
疑
ふ
ま
で
も
な
け
れ
ど
7

ア
話
が
そ

ん
な
も
の
か
と
存
ず
る

と
反
論
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

ま
た
『
良
美
人
』
中
に

・・

が
頻
繁
に
用
い
ら
れ
て
い
る
ζ

と
に
関
し
て
も

7

7

 

異
美
人
の
著
者
は
チ
ト
濫
用
せ
し
か
如
し
試
に
例
を
奉
ぐ
れ
ば
四
十
七
頁

に
「
前
に
述
・

・:
た
」
(
中
略
)
と
あ
る
の
如
き
最
も
甚
し
と
一
玄
ふ
べ
し

硯
友
枇
員
が

:・・
好
き
の
深
き
御
様
子
其
内
御
説
明
に
相
成
る
と
の
事
か

く
申
す
評
者
喜
悦
此
上
な
く
候
。

と
述
べ
て
い
る
が
、
乙
れ
は
紅
葉
が
「
社
員
麻
渓
居
士
著
真
美
人
の
評
判
」
の

中
で
:
:
:
の
使
用
に
つ
い
て
「
乙
れ
に
は
深
い
様
子
の
あ
る
事
其
内
説
明
仕
る

で
御
座
ら
う
」
と
記
し
た
乙
と
を
ふ
ま
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
麻
渓
居
士
の

・

・
:
の
濫
用
の
理
由
を
紅
葉
の
説
明
に
待
つ
と
し
て
い
る
点
に
注
意
す
べ
き
だ
ろ

、円ノ。

- 57-

つ
ま
り
魯
庵
は
「
真
美
人
を
評
す
」
と
題
し
な
が
ら
、
実
は
麻
渓
居
士
の
後

ろ
に
居
る
紅
葉
を
乙
そ
批
判
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
魯
庵
は
と
の
批
評
を

「
西
の
諺
に
「
我
子
を
浸
る
親
は
大
馬
鹿
』
と
あ
り
チ
ト
た
し
な
み
め
さ
れ
」

と
締
め
括
っ
た
が
、
硯
友
社
員
に
対
す
る
紅
葉
の
甘
い
評
価
を
直
接
攻
撃
し
た

も
の
と
言
え
る
。
批
評
の
前
半
が
、
紅
葉
の
批
評
法
を
踏
襲
し
た
細
か
な
表
現

Osaka Shoin Women's University Repository



上
の
指
摘
に
終
始
し
た
の
も
、
乙
う
し
た
事
情
に
拠
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

A
初
他
に
魯
庵
本
来
の
方
法
を
採
ら
な
い
批
評
と
し
て
「
『
お
八
重
』
の
評

拾
遺
」
ー

が
挙
げ
ら
れ
る
。
こ
の
批
評
は
、

兄
弟
分
の
藤
之
屋
が
大
ざ
っ
ぱ
に
評
し
て
小
破
穫
は
臼
は
ず
ト
容
強
振

マ
マ

て
筆
を
止
め
ら
れ
た
が
我
れ
は
承
服
か
出
来
か
ね
る
。
著
者
は
鈴
人
な
ら

ぬ
忍
月
居
士
、
小
破
瑳
と
て
や
は
か
見
遁
す
を
得
ベ
き
。
遠
慮
合
鴨
神
な
く

申
さ
う
ぞ
、
間
し
め
さ
れ
忍
月
居
士
。

で
始
め
ら
れ
、
終
始
一
貫
し
て
紅
葉
風
の
批
評
方
法
に
よ
っ
て
表
現
面
の
不
適

当
の
み
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
さ
し
く

「小
破
珪
」
の
羅
列
で
あ

る
が
、
先
の
引
用
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
「
藤
の
屋
主
人
」
の
署
名
で
魯
庵

注
H

が
行
っ
た

「
忍
月
居
士
の
『
お
八
重
』
」
の
続
篇
と
も
言
う
べ
き
趣
き
を
持
っ

て
い
る
。
そ
の
上
、
「
兄
弟
分
の
藤
之
屋
」
と
は
全
く
別
人
が
批
評
す
る
と
い

う
体
裁
を
と
る
複
雑
な
構
成
に
な
っ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
内
容
的
に
は
「
忍

月
居
士
の
『
お
八
重
』
」
と
は
重
な
ら
な
い
「
小
議
選
」
の
指
摘
に
留
ま
っ
て

い
る
し、

方
法
的
に
は
、
別
人
に
よ
る
と
思
わ
せ
る
た
め
か
、
全
く
魯
庵
本
来

の
方
法
と
は
違
っ
て
い
る
。
が
、
そ
の
意
図
は
、
当
時
批
評
家
と
し
て
魯
庵
と

並
び
称
さ
れ
て
い
た
|

|
つ
ま
り
ラ
イ
バ
ル
の
忍
月
の
作
品
を
思
う
存
分
批
評

し
て
み
た
い
、
と
い
う
と
乙
ろ
に
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
た
め
に
、
本
来

の
方
法
で

「小
破
護
」
を
先
に
述
べ
、
更
に
平
素
は
黙
殺
す
る
細
々
と
し
た

「小
破
瑳
」
を
指
摘
す
る
と
い
う
、
複
雑
な
二
段
構
え
を
用
い
た
と
見
ら
れ
る
。

と
考
え
る
と
、
「
『
お
八
重
』
の
評
拾
遺
」
は
独
立
し
た
批
評
と
し
て
扱
う
よ

り
、「
忍
月
居
士
の
『
お
八
重
』
」
の
続
篇
と
し
て
、
二
篇
一
体
で
捉
え
た
方
が

よ
り
魯
庵
の
意
図
に
副
う
で
あ
ろ
う
。
確
か
に
「
『
お
八
重
』
の
評
拾
遺
」
一

篇
は
特
殊
な
方
法
に
よ
る
批
評
で
あ
る
。
が
、
先
に
例
示
し
た
批
評
と
は
同

一

に
論
じ
ら
れ
な
い
事
情
を
含
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。

乙
の
よ
う
に
、
特
別
な
亭
惜
の
あ
る
「
『
お
八
重
』
の
評
拾
遺
」
を
除
け
ば
、

魯
庵
は
紅
葉
に
対
し
て
の
み
、
他
作
家
に
は
見
ら
れ
な
い
特
殊
な
方
法
に
よ
る

批
評
を
行
っ
て
い
る
と
言
え
る
。
特
に
、
『
色
俄
悔
』
評
の
(
其
一
)
や
『
乙

女
心
』
評
、

『
良
美
人
」
評
で
行
っ
た
紅
葉
の
批
評
方
法
の
パ
ロ
デ
ィ
は
、
他

の
文
芸
批
評
で
は
決
し
て
見
ら
れ
な
い
も
の
で
あ
る
。
魯
庵
は
「
天
井
の
隅
の

蜘
妹
の
巣
を
掛
ふ
が
如
く
徒
ら
に
字
句
の
末
に
拘
泥
し
全
豹
を
執
て
是
を
論
」

じ
な
い
紅
葉
の
批
評
の
あ
り
方
を
苦
々
し
く
思
っ
て
い
た
が
、
あ
え
て
そ
れ
を

借
用
し
た
。
そ
の
意
図
し
た
と
ζ

ろ
は
言
う
ま
で
も
な
く
紅
葉
に
対
す
る
誠
刺

で
あ
っ
た
ろ
う
。
作
品
と
同
様
の
弊
に
陥
っ
て
い
る
彼
の
批
評
方
法
を
用
い
て

作
品
を
批
評
す
る
ζ

と
で
、
よ
り
効
果
的
に
、
紅
葉
の
弱
点
を
指
摘
し
よ
う
と

注
5

し
た
の
で
あ
る
。
乙
れ
は
前
稿
に
お
い
て
述
べ
た
と
お
り
で
あ
る
。

が
、
視
点
を
巡
ら
し
て
、
紅
葉
の
み
に
と
う
し
た
方
法
が
用
い
ら
れ
て
い

る
、
そ
の
理
由
を
こ
そ
、
も
っ
と
追
求
す
る
、
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思

う
。
取
り
上
げ
る
作
家
の
方
法
を
パ

ロ
デ
ィ
化
す
る
ζ

と
が
、

一
一
周
辛
嫁
な
批

評
を
生
み
出
す
の
で
あ
れ
ば、

他
作
家
の
作
品
に
対
し
て
も
用
い
ら
れ
て
当
然

で
あ
ろ
う
。
何
故
魯
庵
は
紅
葉
に
だ
け
パ
ロ
デ
ィ
と
い
う
特
殊
な
方
法
を
用
い

た
の
か
。

ま
ず
考
え
ら
れ
る
の
は
、
方
法
を
パ
ロ
デ
ィ
化
で
き
る
ほ
ど
、
魯
庵
が
平
素

か
ら
紅
葉
を
よ
く
研
究
、
分
析
し
て
い
た
と
い
う
と
と
で
あ
る
。ト

↑
』

R
U

勝
本
清
一
郎
氏
は

「
座
談
会
近
代
日
本
文
学
史
」
(
第
七
回
)
げ
中
で
、
魯

庵
が
所
有
し
て
い
た

「
我
楽
多
文
庫
」
に
は
、
「
こ
と
ζ

ま
か
く
朱
評
」
が
書

。。
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き
込
ま
れ
て
い
た
、
と
述
べ
て
い
る
し
、
魯
庵
自
身
、
後
年
の
回
想
記
『
恩
ひ

注
目

出
す
人
々
』
に
、
「
『
我
幾
多
文
庫
』
の
第
一
放
が
創
刊
さ
れ
た
の
を
早
速
買
っ

て
来
」
て
、
「
各
頭
の
鮮
か
ら
庚
告
社
告
の
末
ま
で
も
一
字
も
飴
さ
ず
讃
ん
」

だ
と
記
し
て
い
る
。
魯
庵
が
紅
葉
の
著
作
を
、
幼
年
文
学
に
至
る
ま
で
取
り
上

げ
て
批
評
し
た
の
も
、

ζ

う
し
た
紅
葉
に
対
す
る
関
心
、
研
究
心
の
顕
わ
れ
で

あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。

第
二
に
考
え
ら
れ
る
の
は
、
パ
ロ
デ
ィ
に
よ
る
批
評
を
紅
葉
な
ら
ば
許
容
し

て
く
れ
る
に
違
い
な
い
、
と
い
っ
た
意
識
を
、
魯
庵
が
ど
乙
か
に
抱
い
て
い
た

の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
点
で
あ
る
。

前
述
し
た
と
お
り
、
魯
庵
は

「
我
幾
多
文
庫
」
の
公
刊
第
1
号
か
ら
「
一
字

も
徐
さ
ず
」
熟
読
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
が
、
第
1
号
の
「
硯
友
社
々
則
」
や

第
日
1
M
号
に
連
載
さ
れ
た

「紅
子
戯
一
語
」
、
そ
し
て
狂
句
等
に
現
わ
れ
た
紅

葉
の
駄
酒
落
や
パ
ロ
デ
ィ
の
セ
ン
ス
を
ど
う
受
け
と
め
て
い
た
か
、
考
え
る
必

要
が
あ
る
。

『
思
ひ
出
す
人
々
』
の
中
で
、
魯
庵
は
、
駄
酒
落
や
パ
ロ
デ
ィ
に
満
ち
溢
れ

て
い
た
初
期
の

「
我
梁
多
文
庫
」
に
、
「
若
々
し
い
生
気
」
や
「
放
縦
な
駄
々

ツ
子
気
分
」
を
感
じ
、
そ
れ
を
肯
定
す
る
発
言
を
し
て
い
る
し
、
「
紅
子
戯
語
」

に
つ
い
て
も
、

骨
田
時
の
硯
友
祉
の
生
活
が
活
け
る
が
如
く
に
描
か
れ
幹
部
八
人
の
風
手
が

紙
上
に
躍
り
出
し
て
ゐ
る
。
若
き
紅
葉
の
技
何
を
見
る
べ
き
傑
作
の
一
つ

で
あ
る
(
以
下
略
)

と
大
い
に
評
価
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
紅
葉
が
「
我
幾
多
文
庫
」
誌

上
に
示
し
た
駄
泊
落
、
パ
ロ
デ
ィ
に
、
魯
庵
は
共
通
の
感
覚
を
も
っ
同
世
代
の

若
者
と
し
て
面
白
み
を
感
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。

ζ

れ
は
、
文
学
に
何
を
求
め

る
か
、
と
い
っ
た
レ
ベ
ル
の
問
題
で
は
な
く
感
受
性
の
問
題
で
あ
る
。
こ
の
魯

庵
の
志
向
は
ス
ウ
ィ
フ
ト
や
ア
デ
ィ
ソ
ン
の
菰
諮
を
評
価
し
て
い
た
と
乙
ろ
か

ら
も
窺
う
と
と
が
で
き
る
。
紅
葉
の
セ
ン
ス
が
魯
庵
に
通
じ
た
よ
う
に
、
魯
庵

の
パ
ロ
デ
ィ
に
よ
る
批
評
も
紅
葉
に
受
け
入
れ
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
と
い
っ
た
、

共
鳴
、
親
近
感
の
発
露
が
紅
葉
に
対
し
て
の
み
特
殊
な
方
法
を
用
い
さ
せ
た
、

と
い
っ
て
も
強
ち
不
自
然
で
は
あ
る
ま
い
。
尚
、
本
稿
で
は
詳
し
く
取
り
上
げ

な
い
が
、
『
拾
華
微
笑
』
評
に
見
ら
れ
る
魯
庵
の
ユ
ー
モ
ア
論
の
展
開
も
、
紅

葉
作
品
が
持
つ
ユ

ー
モ

ア
に
共
有
の
意
識
を
抱
い
た
た
め
と
も
受
け
と
れ
る
の

で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
い
く
ら
紅
葉
の
著
作
を
精
読
、
研
究
し
た
と
し
て
も
、
あ

る
い
は
、
そ
の
セ
ン
ス
に
共
鳴
す
る
と
ζ

ろ
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
だ
け

で
は
実
際
に
紅
葉
の
特
色
を
ふ
ま
え
た
文
章
の
パ
ロ
デ
ィ
化
は
無
理
で
あ
ろ

う
。
そ
乙
に
は
や
は
り
、
文
章
を
綴
る
に
関
し
て
、
両
者
の
間
に
共
通
し
た
素

養
が
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。
と
す
る
と
、
第
三
に
あ
げ
る
べ
き
は
、
素
養
の
共

通
性
と
い
う
と
と
に
な
ろ
う
か
。

そ
こ
で
少
々
横
道
に
そ
れ
る
が
、
幼
年
時
か
ら
明
治
初
年
代
前
半
頃
ま
で
の

両
者
の
、
文
学
花
関
す
る
素
品
交
の
養
い
方
を
簡
単
に
み
て
み
た
い
。

ま
ず
、
漢
文
学
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
紅
葉
は
H
歳
で
岡
鹿
門
の
漢
学
塾
に

入
り
、
日
歳
の
時
に
は
石
川
鴻
斎
に
つ
い
て
漢
詩
文
を
学
ん
で
い
る
。
「
頴
才

新
詩
」
に
漢
詩
を
投
稿
し
た
の
も
と
の
間
別
で
あ
る
。
翌
年
に
は
、
九
華
、
香
縁

ら
の
文
友
会
に
参
加
、
漢
詩
文
の
回
覧
誌
の
同
人
と
な
っ
て
い
る
。
山
田
美
妙

注
げ

は
「
紅
葉
子
追
憶
の
記
」
に
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Osaka Shoin Women's University Repository



此
頃
(
筆
者
注
明
治
四
年
頃
)
の
紅
葉
子
は
狂
歌
第
て
発
句
第
二
、

凡
そ
此
割
り
A
口
ひ
で
凝
っ
て
居
た
。

但
し
、
漢
詩
に
於
て
は
そ
の
以
上
で
あ
っ
た
。

と
述
べ
て
い
る
が
、
紅
葉
が
漢
詩
に
深
い
関
心
を
寄
せ
て
い
た
乙
と
が
わ
か

ヲ
令
。

一
方
、
魯
庵
は
、
小
学
校
入
学
以
前
か
ら
父
に
『
論
語
』
『
大
学
』
の
素
読一

を
授
か
り
、
自
ら
『
唐
詩
選
』
『
文
選
』
に
親
し
み
、
小
学
校
で
は
課
外
で
『
史

注
凶

記
』
の
講
義
を
受
け
て
い
る
。
回
想
中
に
も
「
漢
籍
の
本
も
大
分
讃
み
ま
し

た
」
と
あ
る
。

次
に
外
国
文
学
に
つ
い
て
見
て
み
よ
う
。
紅
葉
が
早
く
か
ら
外
国
文
学
に
通

じ
て
い
た
と
鋭
、
間
保
生
、
片
岡
良
一

、
富
田
仁
の
ま
が
指
摘
し
て
い
る

と
お
り
で
あ
る
。
と
の
と
と
は
明
治
幻
年
4
月
に
発
表
さ
れ
た
「
や
ま
と
昭

君
」
が
既
に
「
ア
ラ
ビ
ア
ン
ナ
イ
ト
」
の
翻
案
で
あ
っ
た
と
い
う
一
事
を
見
て

も
容
易
に
推
測
で
き
よ
う
。
思
案
の
追
憶
に
よ
る
と
、
紅
葉
の
酒
席
で
の
十
八

番
が
「
私
の
好
き
な
は
世
界
に
二
人
井
原
西
鶴
シ
エ
キ
ス
ピ
ヤ
」
と
い
う
唄
だ

ゐエ
L
の
4

っ
た
と
い
う
が
、
シ
ェ

ー
ク
ス
ピ
ア
だ
け
で
な
く
サ
ッ
カ
レ
ー
に
も
早
く
か
ら

言
及
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

魯
庵
が

「
外
国
本
に
手
を
出
し
始
め
た
」
の
は
、
匝
融
刊
に
よ
る
と

「
十
六
歳

ぐ
ら
ゐ
の
時
」
で
あ
っ
た
と
い
う
。
『
ガ
リ
バ
ー
漂
流
記
』
を
手
始
め
に
、
リ

ッ
ト
ン
、

デ
ィ
ズ
レ
リ
l
等
の
著
作
に
親
し
ん
だ
よ
う
で
あ
る
。
同
じ
回
想
中

に
魯
庵
は
、

そ
の
嘗
時
(
筆
者
注

目
I
U歳
位
の
時
)
は
外
園
語
が
出
来
る
と
人

っ
て
も
甚
だ
怪
し
い
も
の
で
、
無
論
自
分
一
人
で
は
意
味
な
ど
の
瞭
き
り

と
取
れ
な
い
と
ζ

ろ
な
ど
も
あ
っ
た
の
で
、
そ
の
頃
私
の
知
っ
て
居
た
或

る
外
国
人
と
一
緒
に
諌
ん
で
、
品
取
快
で
f
t¥
堪
ら
な
か
っ
た
も
の
だ
。

と
書
い
て
い
る
が
、
「
或
る
外
園
人
」
と
い
う
の
は
、
恐
ら
く
築
地
居
留
地
で

教
会
活
動
を
通
じ
て
知
っ
た
宣
教
師
フ
ル
ベ
ッ
キ
氏
あ
た
り
を
指
す
の
で
あ
ろ

う
。
魯
庵
は
と
の
よ
う
に
外
国
人
と
の
交
流
を
通
し
て
活
き
た
語
学
力
を
身
に

つ
け
た
。
そ
し
て
遠
縁
に
あ
た
る
井
上
勤
の
翻
訳
助
手
を
す
る
こ
と
註
外
国

文
学
を
読
解
し
て
い
く
基
礎
力
を
養
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
野
村
震
に
設

と
、「
デ
ィ
ケ
ン
ズ
、
サ
ッ
カ
レ

l
」
か
ら
出
発
し
た
魯
庵
は
、
明
治
初
年
頃

に
は
「
ア
デ
ィ
ス
ン
、
ス
チ
ー
ル
、
S
ジ
ョ
ン
ソ
ン
、
ま
た
詩
人
*
コ
ー
ル
ド
ス

ミ
ス
か
ら
デ
フ
ォ

l
や
ス
ウ
ィ
フ
卜
」
花
関
心
を
持
ち
、
英
訳
の
「
ユ
ゴ

i
、

モ
l
パ
ッ
サ
ン
、
ゾ
ラ
」
も
「
読
書
範
囲
」
に
あ
っ
た
と
い

-hz

因
み
に
、
明
治
勾
年
4
月
「
園
民
之
友
」
に
掲
載
さ
れ
た
「
番
目
十
種
」
に

魯
庵
は
、

ツ
ル
ゲ
|
ネ
フ
の
あ
ひ
び
き
及
め
ぐ
り
あ
ひ
、

ロ
叩
目
白
H
・
門
巾
門
凶
〈
巳
山
岡
市
Y

由
H
H
Q

斗
門
出
〈
叩
】
]
巾
H
1
・

ω℃
四
円
S
H
O吋
(
〉
円
注
目
的
。
ロ
)
・

』

DE
S.印
F
H
4
2
0同
HU
O叩
門
的
・

E
n
Zロ
汽

巧

DH
E

等
の
外
国
文
学
を
挙
げ
て
い
る
。

ま
た
、
魯
庵
は
『
恩
ひ
出
す
人
々
』
の
中
で
、
紅
葉
が
門
下
生
に
対
し
て
外

国
小
説
よ
り
も
「
創
作
家
に
必
要
な
る
は
安
世
間
の
親
察
」
で
あ
る
と
説
き
な

が
ら
、
自
身
は
「
常
に
外
園
小
設
を
譲
ん
で
頭
を
肥
や
し
て
ゐ
た
」
と
述
べ
て

い
る
が
、
後
に
様
々
な
翻
案
小
説
を
著
す
素
廷
は
、

初
年
代
の
初
期
の
段
階
で

紅
葉
の
中
に
育
ま
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
同
様
に
魯
庵
が
『
罪
と
罰
』
を
は
じ

め
と
す
る
種
々
の
訳
出
を
行
う
基
礎
も
、
既
に
と
の
時
期
に
培
わ
れ
て
い
た
と
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言
え
る
だ
ろ
う
。

以
上
述
べ
た
よ
う
に
、
具
体
的
に
取
り
上
げ
た
作
品
に
は
隔
た
り
が
あ
る
か

も
し
れ
な
い
が
、
早
く
か
ら
関
心
を
持
っ
て
漢
詩
文
や
外
国
文
学
に
親
し
ん
で

来
た
点
で
両
者
は
共
通
し
て
い
る
。
が
、
紅
葉
や
魯
庵
が
好
ん
で
著
作
の
中
に

取
り
入
れ
、
パ
ロ
デ
ィ
化
し
た
の
は
我
国
の
文
学
、
特
に
近
世
文
学
な
の
で
あ

Z

却。紅
葉
が
早
く
か
ら
近
世
文
学
に
親
し
ん
で
い
た
と
と
は
、
四
歳
の
時
筆
写
し

た
「
雪
量
楳
」
五
冊
が
現
存
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
わ
か
住
、
筆
写
本

「
我
幾
多
文
庫
」
に
掲
載
し
た
「
江
島
土
産
滑
稽
貝
扉
風
」
や
「
侭
紫
怒
気
鉢

巻
」
等
に
そ
の
影
響
が
歴
然
と
し
て
い
る
。
明
治
団
年
か
ら
西
鶴
に
接
し
て
い

た
ζ

と
も
、
紅
葉
の
「
白
書
官
留
帳
」
か
ら
は
っ
き
り
し
て
い
る
の
で
丸
待
。

『
明
治
文
豪
侍
之
内
尾
崎
紅
葉
』
に
は
、

「滑
稽
員
昇
風
」
を
執
筆
し
た
頃
の
紅

葉
の
愛
読
書
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

此
頃
氏
は
也
有
の
『
鶏
ど
ろ
も
』
、
許
六
の
『
風
俗
文
選
』
な
ど
を
好
み
、

小
説
と
し
て
は
京
停
馬
琴
も
の
を
斥
け
、
西
鶴
、
近
松
な
ど
を
愛
讃
せ

り
。
此
の
他
三
馬
、
駕
馬
の
戯
文
な
ど
を
耽
讃
せ
り
。
就
中
西
鶴
は
其
私

戚
す
る
い
底
に
し
て
、
珍
書
を
漁
つ
て
は
之
れ
を
手
寓
し
、
『
一
代
男
』
『
一

代
女
』
『
五
人
娘
』
等
皆
潟
本
を
薮
せ
り
き
。

注
口

ま
た
、
美
妙
の
回
怨
中
に
も
、
一
九
の
『
膝
栗
毛
』
を
紅
葉
が
絶
賛
し
て
い

た
と
あ
り
、
紅
葉
が
古
典
の
中
で
も
特
に
近
世
文
学
に
心
酔
し
て
い
た
と
と
が

読
み
取
れ
る
の
で
あ
る
。

魯
庵
が
西
鶴
を
知
る
の
は
寒
月
と
知
り
会
っ
て
か
ら
で
紅
葉
よ
り
遅
れ
る

が
、
西
鶴
以
外
の
種
清
、
春
水
、
三
馬
、
種
彦
、
馬
琴
等
、
日
比

l
百
歳
頃
ま
で

注

n

に
か
な
り
広
く
読
み
漁
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
特
に
『
八
犬
侍
』
は
少
年
時
代
十

注
お

三
回
も
繰
り
返
し
て
読
ん
だ
と
回
想
し
て
い
る
。
そ
れ
以
後
、
加
年
代
前
半
ま

で
何
に
親
し
ん
だ
か
は
資
料
不
足
で
不
明
で
あ
る
が
、
先
に
挙
げ
た
「
書
目
十

種
」
(
明
治

n年
4
月
)
の
う
ち
、
外
国
文
学
の
他
に
は
、
「
徒
然
草
、
謡
曲
数

種
、
近
松
門
左
衛
門
著
作
、
京
停
の
し
ゃ
れ
ぽ
ん
、
古
文
民
費
」
を
挙
げ
て
お

り
、
近
松
、
京
伝
の
名
が
見
え
て
い
る
。

一
方
、
紅
葉
は
、
「
太
卒
記
、
枕
草
紙
清
少
納
言
、
風
俗
文
選
、
娘
節
用
人

情
本
、
鶴
一
代
女
、
京
侍
作
小
紋
雅
話
、
唐
床
詩
醇
、
鶴
五
人
女
、
卒
家
物

語
、
俳
風
柳
樽
」
を
挙
げ
て
い
る
。
西
鶴
の
作
品
を
二
点
合
め
て
い
る
と
と
、

京
伝
の
滑
稽
本
、
川
柳
の

「柳
樽
」
を
加
え
て
い
る
と
と
等
注
意
す
べ
き
で
あ

ろ
う
。以

上
を
総
合
し
て
考
え
る
と
、
紅
葉
が
最
も
心
酔
し
て
い
た
の
は
西
鶴
で
あ

り
、
三
馬
、

一
九
、
京
伝
の
調
譜
や
川
柳
の
お
か
し
み
を
愛
し
た
と
言
え
る
だ

ろ
う
。
魯
庵
の
方
は
紅
葉
ほ
ど
例
証
が
多
く
な
い
が
、
「
日
本
小
説
の
三
大
型

と
し
て
西
鶴
、
京
伝
、
三
馬
の
名
を
挙
げ
て
お
り
、
西
鶴
を
知
っ
て
か
ら
は
大

い
に
彼
を
評
価
し
、
明
治
期
の
西
鶴
復
権
に
尽
力
し
た
と
乙
ろ
な
ど
紅
葉
と
似

通
っ
て
い
る
。
ま
た
、
京
伝
、
三
馬
の
「
認
誠
」
を
重
視
し
た
点
も
記
憶
す
べ

き
で
あ
ろ
う
。
魯
庵
が
近
世
文
学
に
通
じ
て
い
た
様
子
は
種
々
の
文
芸
批
評
、

あ
る
い
は
後
の
『
文
撃
者
と
な
る
法
』
を
見
て
も
推
測
で
き
る
と
と
ろ
で
あ

ス
v

。
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以
上
、
長
々
と
述
べ
て
来
た
が
、
由
来
品
交
の
面
で
魯
庵
と
紅
葉
と
は
か
な
り
共

通
す
る
部
分
を
持
っ
て
い
る
と
言
え
る
。
特
に
近
世
文
学
に
於
て
、
西
鶴
や
三

馬
、
京
伝
を
愛
読
、
評
価
す
る
あ
た
り
、
重
な
る
部
分
が
多
い
の
は
注
目
す
べ
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き
こ
と
で
は
な
か
ろ
う
か
。
魯
庵
と
紅
葉
と
の
聞
に
、
ζ

う
し
た
共
通
の
素
養

が
あ
っ
た
か
ら
ζ

そ
、
魯
庵
は
紅
葉
の
批
評
方
法
を
巧
み
に
パ

ロ
デ
ィ
化
す
る

と
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。
紅
葉
に
対
し
て
パ

ロ
デ
ィ
と
い
う
特
殊
な
批
評
方

法
を
用
い
た
背
景
に
、
素
養
の
共
通
性
が
あ
っ
た
乙
と
は
忘
れ
て
は
な
ら
な
い

で
あ
ろ
う
。

更
に
つ
け
加
え
る
な
ら
、
紅
葉
が
慶
応
3
年
ロ
月
四
日
(
太
陽
暦
で
は
附
年

1
月
刊
日
)
、
魯
庵
が
慶
応
4
年
間
4
月
5
日
(
太
陽
暦
で
は
附
年
5
月
初
日
)

の
同
年
の
生
ま
れ
で
あ
り
、
江
戸
か
ら
明
治
へ
の
過
渡
期
に
牡
戸
で
生
を
受

け
、
多
感
な
少
年
時
代
を
送
っ
た
、
と
い
う
生
育
環
境
の
一
興
V
見
逃
し
て
は

な
ら
な
い
点
で
あ
る
。

ま
た
、
明
治

n年
に
出
会
っ
て
以
来
、
両
者
が
親
し
く
交
際
し
た
様
子
は
魯

庵
の
回
想
か
ら
も
窺
え
る
し
、
文
芸
批
評
の
端
々
に
も
現
れ
て
い
る
。
例
え

ば
、
『
色
俄
悔
』
評
で
は

「
紅
葉
子
は
三
馬
と
ヂ
ツ
ケ
ン
ス
が
好
き
と
聞
き
し

注
mu

に
(
以
下
略
)
」
、
『
南
無
阿
嫡
陀
仰
』
評
で
は
「
山
人
は
西
鶴
其
碩
を
喜
び
常

注
切

に
諦
讃
す
る
と
聞
く
」
、
『
此
ぬ
し
』
評
で
は
「
卒
生
ヂ
ツ
ケ
ン
ス
を
愛
輔
副
し
又

例
露
の
所
謂
寅
際
振
小
説
を
玩
味
し
た
る
大
人
が
(
以
下
略
)
」
と
い
う
よ
う

に
、
紅
葉
の
平
素
の
愛
読
書
を
挙
げ
て
い
る
の
で
あ
る
。

ζ

の
よ
う
な
と
ζ

ろ

か
ら
も
、
両
者
の
個
人
的
な
交
流
が
推
測
で
き
る
。

こ
う
し
た
両
者
の
交
流
が
共
通
の
素
養
の
上
に
育
ま
れ
て
、
よ
り
一
層
親
近

感
を
抱
か
せ
る
乙
と
に
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
紅
葉
に
対
し
て
の
み
、
特
殊
な

批
評
方
法
を
用
い
た
一
要
因
と
も
号
=p
え
る
だ
ろ
う
。

以
上
、
紅
葉
に
対
し
て
の
み
、
何
故
パ

ロ
デ
ィ
と
い
う
特
殊
な
方
法
が
用
い

ら
れ
た
の
か
、
に
つ
い
て
考
察
し
て
来
た
。
も
う

一
度
経
め
る
と
、
パ
ロ
デ
ィ

の
背
景
に
は
、
魯
庵
の
紅
葉
へ
の
関
心
、
研
究
心
が
あ
り
、
ま
た
、
パ
ロ
デ
ィ

と
い
う
方
法
を
紅
葉
な
ら
許
容
し
て
く
れ
る
だ
ろ
う
と
い
う
親
近
感

・
共
鳴
、

そ
し
て
、
文
章
化
す
る
に
あ
た
っ
て
の
共
通
し
た
素
養
が
あ
っ
た
と
い
う
乙
と

で
あ
る
。
魯
庵
に
と
っ
て
紅
葉
は
単
な
る
誠
刺
、
批
判
の
対
象
で
は
な
か
っ

た
。
パ

ロ
デ
ィ
に
よ
る
強
烈
な
菰
刺
の
奥
に
は
、
紅
葉
に
対
す
る
特
別
な
意
識

が
あ
っ
た
と
言
っ
て
い
い
だ
ろ
う
。

注
紅

次
に
『
文
製
者
と
な
る
法
』
を
取
り
上
げ
て
み
よ
う
。
『
文
撃
者
と
な
る
法
』

は
、
明
治
幻
年
4
月
、
魯
庵
が

「
三
文
字
屋
金
卒
」
の
名
に
匿
れ
て
出
版
し
た

も
の
で
あ
る
。
そ
の
諏
刺
の
精
神
は
『
色
俄
悔
』
評
(
其
一
)
の
延
長
上
に
あ

り
、
従
来
、
文
壇
、
特
に
硯
友
社
批
判
の
集
大
成
と
見
倣
さ
れ
て
来
た
。

野
村
喬
氏
は
、
ζ

の
書
が
「
い
か
に
も
文
壇
批
判
と
し
て
の
性
格
を
持
っ
て

い
る
」
点
に
つ
い
て
、

な
べ
て
乙
れ
、
明
治
二
十
六
年
の
文
壇
社
会
の
裏
面
内
幕
に
対
す
る
リ

ポ
ー
ト
な
ら
ざ
る
は
な
し
。
よ
く
も
こ
れ
ほ
ど
の
材
料
を
蒐
集
で
き
た
も

の
と
呆
れ
た
く
も
な
る
。

と
述
べ

、
そ
れ
を
可
能
に
し
た
の
は
「
魯
庵
の
群
を
抜
く
読
書
知
識
と
、
彼
の

注
辺

広
い
交
際
や
探
訪
」
で
あ
っ
た
と
記
し
て
い
る
。
全
く
そ
の
と
お
り
で
あ
ろ

う。

ζ

の
書
の
中
で
批
判
さ
れ
て
い
な
い
の
は
、
魯
庵
が
尊
敬
し
て
や
ま
な
か

っ
た
、
そ
し
て
又
自
ら
も
「
文
筆
者
」
で
あ
る
と
と
を
拒
ん
だ
二
葉
亭
四
迷
、

た
だ

一
人
で
あ
る
と
言
っ
て
も
い
い
ほ
ど
で
あ
る
。
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『
文
筆
者
と
な
る
法
』
の
内
容
の
概
略
は
、

野
村
喬
氏
が
各
章
ご
と
に
纏
め

て
お
ら
れ
る
の
で
繰
り
返
さ
な
い
が
、
と
こ
で
問
題
に
す
る
の
は
、
氏
の
言
う

「仔
細
に
点
検
」
す
る
と
顕
わ
れ
て
来
る
「
魯
庵
の
文
壇
戯
画
」
の
部
分
で
あ

る
。
野
村
氏
は
そ
の
一
例
と
し
て
、
愛
山
の
「
新
婚
生
活
と
読
書
知
識
」
、
水

蔭
の
「
大
家
ぷ
り
と
半
可
通
ぶ
っ
た
書
斎
」
、
紅
葉
の
「
衣
食
住
の
模
様
と
酷

薄
な
人
情
」
、
蘇
峰
の
「
用
語
癖
と
硬
派
ぷ
り
」
、
透
谷
の
「
御
大
層
な
イ
ン
ス

ピ
レ
ー
シ
ョ
ン
」

を
挙
げ
て
い
る
。

が
、
こ
れ
ら
が
等
し
く
、
作
家
の
私
生
活
に
ま
で
及
ぶ
調
刺
と
な
っ
て
い
る

わ
け
で
は
な
い
。
一
見
、
愛
山
の
「
新
婚
生
活
」

K
対
す
る
榔
捻
な
ど
、
私
生

活
に
ま
で
踏
吟
叫
ん
で
い
る
よ
う
に
恩
わ
れ
る
が
、
あ
く
ま
で
も
愛
山
が
著
し

た
新
婚
旅
行
の
記
か
ら
の
推
測
で
し
か
な
い
の
で
あ
る
。
同
様
の
と
と
は
、
巌

本
善
治
や
宮
崎
湖
底
子
の
「
ω唱叩
Z
Z
B叩」
に
つ
い
て
述
べ
た
部
分
に
も
言

え
る
。
野
村
氏
が
挙
げ
た
、
蘇
峰
や
透
谷
に
対
す
る
誠
刺
も
彼
ら
の
著
作
を
読

ん
で
の
把
握
で
あ
る
ζ

と
は
言
う
ま
で
も
な
か
ろ
う
。

唯
、
水
蔭
や
紅
葉
に
関
し
て
は
、
書
斎
の
装
飾
、
衣
服
、
食
べ
物
の
好
み
と

い
っ
た
私
生
活
が
そ
の
ま
ま
槍
玉
に
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
他
の
作
家
が
作
品
に

反
映
し
た
作
風
や
人
物
を
誠
刺
さ
れ
る
に
止
ま
っ
て
い
る
の
に
、
紅
葉
や
硯
友

社
一
派
に
対
し
て
は
、
か
な
り
私
生
活
に
踏
み
込
ん
だ
言
及
を
行
っ
て
い
る
の

で
あ
る
。

江
見
水
蔭
は
、
『文
m

筆
者
と
な
る
法
』
に
つ
い
て
、

文
壇
人
全
抽
胞
に
悪
罵
を
浴
び
せ
て
有
っ
た
が
、
別
し
て
硯
友
祉
に
向
っ
て

激
烈
で
有
っ
た
。
主
眼
は
其
所
に
有
っ
て
、
他
は
附
け
た
り
か
と
も
疑
は

れ
た
。

注
M

と
述
べ
て
い
る
が
、
私
生
活
に
及
ぶ
調
刺
が
水
蔭
に
こ
の
よ
う
な
感
想
を
抱
か

せ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

そ
う
で
な
く
て
も
、
当
時
文
壇
の
中
心
的
存
在
で
あ
っ
た
硯
友
社
は
厳
し
く

批
判
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、

文
筆
の
定
義
或
は
文
撃
の
歴
史
な
ど
は
一
向
無
頓
着
に
し
て
如
何
有
ら
う

と
闘
は
ず
、
随
て
文
皐
上
の
議
論
に
は
少
し
も
注
意
す
る
事
な
く
し
て
一

向
卒
気
な
る
は
局
外
に
て
迎
も
想
像
し
か
ぬ
る
ほ
ど
の
無
頓
着
な
り
。

と

「文
筆
者
と
な
り
得
る
資
格
」
の
章
に
あ
る
が
、

と
れ
は
硯
友
社
が
全
く

「文
筆
上
の
議
論
」
に
無
関
心
で
あ
っ
た
点
を
指
摘
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
水

蔭
の
回
想
中
に
も

硯
友
一
祉
は
元
来
賀
行
主
義
で
、
論
議
を
甚
だ
好
ま
な
か
っ
た
。
『
傑
作

を
出
せ
ば
ソ
レ
で
好
い
で
は
な
い
か
。
毘
理
窟
を
蚊
ベ
た
ツ
て
、
そ
れ
が

何
に
成
る
。
』
と
い
ふ
紅
葉
の
意
見
に
は
、
悉
く
杜
中
が
一
致
し
て
ゐ
た
。

と
あ
り
、
魯
庵
の
批
判
を
哀
付
け
て
い
る
。

ま
た
、
「
交
済
に
於
け
る
文
皐
者
の
心
得
」
の
章
で
は
、

文
撃
者
と
し
て
の
交
際
は
第
一
に
小
紫
振
を
作
る
K
あ
り
。
(
中
略
)
之

が
第
一
の
秘
訣
な
り
。
ど
う
に
か
斯
う
に
か
連
中
が
出
来
れ
ば
、
此
連
中

で
茶
番
を
す
る
。
酒
を
飲
む
、
芝
居
に
行
く
、
花
見
に
出
掛
け
る
、
雑
誌

を
後
行
す
る
、
一
ツ
新
聞
の
寄
書
家
と
な
る
、
互
に
各
々
の
著
述
を
讃
め

7

マ

合
ふ
|
|
(
中
略
)
表
面
た
け
は
ざ
ツ
と
ば
ら
ん
の
無
槌
講
を
樹
て
‘
〉
文

壇
に
何
波
あ
り
と
気
焔
を
吐
く
。

と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
硯
友
社
一
派
が
明
治
お
年
に
黄
鶴
桜
で
茶
番
を
行
っ
た

注

斜

注

目

乙
と
、
初
年
に
芳
野
に
花
見
に
出
か
け
た
と
と
な
ど
、
水
蔭
や
魯
庵
の
回
想
の
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中
に
記
さ
れ
て
い
る
し
、
硯
友
社
が
「
我
幾
多
文
庫
」
「
文
庫
」
を
は
じ
め
と

し
て
「
小
文
翠
」
「
江
戸
紫
」
「
千
紫
万
紅
」
「
小
襖
繊
」
と
各
種
の
雑
誌
を
発

行
し
た
ζ

と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
紅
葉
が
明
治
勾
年
に
読
売
新
聞
に
入
社
し

て
以
来
、
硯
友
社
員
の
作
が
紙
上
を
賑
し
た
の
は
周
知
の
と
お
り
で
あ
る
。

「
互
に
各
々
の
著
述
を
讃
め
合
ふ
」
と
い
う
の
も
、
前
述
の
『
良
美
人
」
に
対

す
る
紅
葉
の
評
価
の
甘
さ
を
見
れ
ば
推
測
で
き
る
。
名
指
し
は
し
て
い
な
い

が
、
「
小
常
時
被
」
を
組
ん
で
活
動
し
た
硯
友
社
を
調
刺
し
て
い
る
こ
と
は
明
ら

か
な
の
で
あ
る
。

そ
の
他
、
紅
葉
個
人
を
攻
撃
し
た
箇
所
も
多
々
あ
る
。
「
文
筆
者
と
し
て
皐

ぶ
べ
き
一
般
の
見
識
及
び
噌
好
誼
に
習
癖
」
の
章
で
は
、
紅
葉
が
「
美
術
の
趣

hv
冒

νズ
イ

味
に
宮
」
ん
で
い
る
と
言
わ
れ
な
が
ら
「
祥
瑞
」
と
呼
ば
れ
る
染
付
磁
器
を
知

ら
な
か
っ
た
と
と
を
挙
げ
、
「
今
の
文
皐
者
が
美
術
心
略
ぽ
推
想
す
る
に
足
る
」

と
部
品
加
し
て
い
る
し
、
「
著
述
に
於
け
る
心
得
舜
に
出
版
者
待
遇
法
」
の
立
で

は
、
紅
葉
が
「
小
説
を
書
く
に
笛
り
初
め
よ
り
趣
向
を
立
つ
る
は
甚
だ
拙
也
、

(
中
略
)
書
聯
ぬ
る
中
自
づ
と
趣
向
の
出
来
る
も
の
也
」
、
或
は
「
我
が
黛
の
志

す
慮
は
詩
の
意
を
小
説
的
に
書
く
に
あ
り
」
と
諮
っ
た
こ
と
に
対
し
て
、

趣
向
を
立
て
ず
し
て
隼
を
採
ら
ん
と
す
る
は
到
底
出
来
な
い
相
談
に
似
た

れ
ど
も
此
出
来
な
い
相
談
を
見
事
に
や
ツ
て
の
け
る
が
今
の
小
説
家
の
極

め
て

エ
ラ
キ
所
以
也
。

(
前
略
)
抑
も
詩
の
意
を
小
設
的
に
書
く
と
は
如
何
あ
る
事
を
云
ふ
や
。

更
に
百
解
千
解
高
々
解
す
る

κあ
ら
ず
ん
ば
我
々
俗
物
其
域
に
到
達
す
る

を
得
ざ
る
な
り
。

と
そ
の
創
作
態
度
を
誠
刺
し
て
い
る

ま
た
、
ス
コ

ッ
ト
が
生
涯
を
遇
し
て
「
廿
有
徐
」
の
著
作
し
か
残
せ
な
か
っ

た
の
に
対
し
、
紅
葉
が
「
僅
か
数
年
間
に
五
十
鈴
程
」
を
著
し
た
と
と
に
つ
い

て、

紅
葉
先
生
が
才
と
皐
は
是
等
英
圏
第
一
流
の
作
家
よ
り
も
十
暦
倍
大
な
る

は
勿
論
疑
ひ
な
け
れ
ど
又
以
て
我
が
作
家
社
舎
の
お
手
経
主
義
を
知
る
に

足
る
べ
し

と
批
判
し
て
も
い
る
の
で
あ
る
。

『
文
製
者
と
な
る
法
』
に
は
、

と
の
よ
う
な
硯
友
社
及
び
紅
葉
に
対
す
る
批

判
は
枚
挙
で
き
な
い
ほ
ど
多
く
、
右
に
挙
げ
た
の
は
ほ
ん
の
一
例
に
す
ぎ
な

い
。
そ
の
上
に
、
衣
食
住
に
至
る
私
生
活
ま
で
取
り
沙
汰
さ
れ
て
い
る
(
例
え

ば
、
『
明
治
文
豪
停
之
内
尾
崎
紅
葉
』
中
の
逸
話
が
伝
え
る
紅
葉
の
衣
服
の
好

み
と
、
『
文
同
学
者
と
な
る
法
』
の
「
文
筆
者
の
と
し
ら
へ
」
と
を
比
べ
る
と
、

紅
葉
を
榔
検
し
た
と
恩
わ
れ
る
点
が
多
く
見
出
せ
る
。
)
の
で
あ
る
か
ら
、
魯

源
説
友
社
一
派
、
特
に
紅
葉
か
ら
忌
み
嫌
わ
れ
た
と
し
て
も
し
か
た
あ
る
ま

『
思
い
出
す
人
々
』
の
中
に
魯
庵
は
、
「
紅
葉
と
私
と
は
二
十
七
八
年
頃
ま
で

は
可
成
親
し
く
し
て
い
た
」
が
、
そ
の
後
紅
葉
か
ら
居
留
守
を
使
わ
れ
る
よ
う

に
な
っ
て
交
際
が
途
絶
え
て
し
ま
っ
た
、
と
述
べ
て
い
る
が
、
断
絶
の
原
因
の

一つ
に
、
歯
に
衣
着
せ
ず
紅
葉
ら
を
誠
刺
し
た
『
文
問
干
者
と
な
る
法
』
の
出
版

が
あ
っ
た
と
と
は
疑
い
な
い
で
あ
ろ
う
。

以
上
、
『
文
翠
者
と
な
る
法
』
に
つ
い
て
見
て
来
た
が
、
こ
の
一
篇
が
痛
烈

な
文
塩
批
判
の
書
で
あ
る
乙
と
は
野
村
氏
の
指
摘
の
と
お
り
で
あ
る
。
が
、
仔

細
に
見
る
と
、
紅
葉
を
は
じ
め
と
す
る
硯
友
社
一
派
に
対
す
る
議
刺
だ
け
が
、
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彼
ら
の
文
壇
活
動
は
勿
論
の
こ
と
、
そ
の
私
生
活
に
ま
で
及
ん
で
い
る
乙
と
に

気
づ
く
の
で
あ
る
。
魯
庵
は
文
芸
批
評
に
於
て
、
紅
葉
に
関
し
て
の
み
パ
ロ
デ

ィ
と
い
う
特
殊
な
方
法
を
用
い
た
が
、
乙
の
『
文
同
筆
者
と
な
る
法
』
で
も
、
紅

葉
と
そ
の
一
派
に
対
し
て
の
み
、
私
生
活
に
ま
で
言
及
す
る
と
い
う
他
の
作
J

家

に
見
ら
れ
な
い
特
殊
な
誠
刺
の
仕
方
を
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

ζ

の
魯
庵
の
菰
刺
態
度
は
、
表
面
的
に
見
れ
ば
、
紅
葉
と
そ
の
一
派
に
対
す

る
徹
底
し
た
批
判
の
顕
わ
れ
と
受
け
取
れ
る
わ
け
で
あ
る
が
、
裏
面
か
ら
見
れ

ば
、
『
文
向
学
者
と
な
る
法
』
出
版
以
前
に
於
て
、
魯
庵
が
い
か
に
紅
葉
ら
と
親

し
く
交
際
し
て
い
た
か
を
知
る
好
材
料
を
提
供
し
て
い
る
と
も
い
え
る
。
衣
食

住
の
好
み
や
平
生
の
癖
ま
で
把
握
で
き
る
ほ
ど
深
い
交
流
が
あ
っ
た
と
い
う
一

証
左
で
あ
ろ
う
。
と
同
時
に
、
魯
庵
が
『
文
学
者
と
な
る
法
』
に
於
て
も
紅
葉

を
、
他
の
作
家
達
と
は
異
な
る
近
い
存
在
と
し
て
意
識
し
て
い
た
と
い
う
こ
と

を
も
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

更
に
、
注
意
す
べ
き
は
、

魯
庵
が
実
に
巧
み
に
戯
文
調
の
表
現
を
操
っ
て
い

る
と
い
う
点
で
あ
る
。
こ
れ
ほ
ど
紅
葉
と
魯
庵
の
共
通
性
を
感
じ
さ
せ
る
文
章

は
な
い
と
い
っ
て
い
い
ほ
ど
で
あ
る
。
古
典
や
外
国
作
品
を
次
々
に
引
用
し
な

が
ら
、
譜
一
龍
、
部
捻
を
含
む
文
体
で
文
壇
を
批
判
し
て
い
く
、
そ
の
表
現
技
術

や
セ
ン
ス
は
紅
葉
の
「
紅
子
戯
語
」
や
「
文
盲
手
引
草
」
に
非
常
に
近
い
。

ま
た
、
乙
の
『
文
民
千
者
と
な
る
法
』
は
三
文
字
屋
金
卒
が
四
時
間
の
間
に
し

ゃ
べ
っ
た
こ
と
を
筆
記
し
た
も
の
と
い
う
体
裁
を
採
っ
て
い
る
が
、
『
色
機
悔
』

が
一
夜
の
物
語
で
あ
っ
た
の
と
同
様
、
近
世
に
よ
く
見
ら
れ
た
手
法
を
用
い
て

い
る
の
で
あ
る
。
表
現
と
と
も
に
、
こ
れ
も
留
意
す
べ
き
点
で
あ
ろ
う
。

魯
庵
の
子
息
、
内
田
巌
氏
は
、

父
は
(
中
略
)
首
時
の
戯
作
伯
文
撃
の
排
撃
を
試
み
た
ら
し
い
が
、
『
文

撃
者
と
な
る
法
』
な
ぞ
讃
む
と
、
賓
は
父
に
も
戯
作
者
ら
し
い
風
貌
が
あ

る。

と
述
べ
て
ぬ
。
い
か
に
も
魯
庵
は
紅
葉
等
の
戯
作
的
態
度
を
常
に
批
判
し
て

い
た
が
、
近
世
の
戯
文
の
面
白
さ
を
感
受
す
る
点
に
於
て
、
又
、
調
刺
の
利
い

た
表
現
を
駆
使
す
る
素
養
に
於
て
、
非
常
に
紅
葉
と
似
通
つ
た
も
の
を
持
つ
て

い
た
と
4雪=

こ
の
よ
-
う
つ
に
、
『
文
事
者
と
な
る
法
』
は
、
文
麿
批
判
の
集
大
成
と
い
う
だ

け
で
な
く
、
魯
庵
の
紅
葉
に
対
す
る
特
別
な
意
識
の
あ
り
方
、
両
者
の
交
流
の

深
さ
、
そ
し
て
戯
文
的
な
表
現
を
め
ぐ
る
素
養
の
共
通
性
な
ど
、
魯
庵
と
紅
葉

と
の
関
係
を
探
る
、
様
々
な
一
示
唆
に
富
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。

- 65一

文
芸
批
評
、
『文
奉
者
と
な
る
法
』
に
於
け
る
魯
庵
の
紅
葉
に
対
す
る
意
識

を
論
じ
て
来
た
が
、
最
後
に
回
怨
集
『
思
ひ
出
す
人
々
』
を
取
り
上
げ
て
み
た

い
ん
」
回
?
っ
。

『
思
ひ
出
す
人
々
』
は
『
き
の
ふ
け
ふ
』
を
増
訂
し
た
も
の
で
、
紅
葉
に
関

す
る
回
想
の
タ
イ
ト
ル
も
「
硯
友
祉
の
む
か
し
の
憶
出
」
か
ら
「
硯
友
祉
の
勃

興
と
道
程
」
と
改
題
さ
れ
て
い
る
。
内
容
的
に
も
か
な
り
手
が
加
え
ら
れ
て
い

一
旬
、
紙
面
の
関
係
上
、
本
稿
で
は
本
文
の
異
同
に
つ
い
て
は
触
れ
ら
れ
な

い
。
尚
、
こ
と
で
の
引
用
は
全
て
『
忠
ひ
出
す
人
々
』
に
拠
る
と
と
に
す
る
。

で
は
ま
ず
硯
友
社
に
つ
い
て
の
記
述
か
ら
見
て
い
こ
う
。

Osaka Shoin Women's University Repository



最
初
に
硯
友
社
創
立
当
時
の
事
情
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
魯
庵
は
硯
友
社
の

運
動
が
、
「
勃
翠
無
味
な
る
政
治
小
説
や
半
熟
未
成
の
鶴
誇
小
説
の
政
思
す
る

ま
h
k
委
し
て
ゐ
た
」
当
時
の
文
壇
に
反
抗
し
た
、
「
化
政
度
の
新
ら
し
い
ル

ネ
イ
サ
ン
ス
」
だ
っ
た
と
述
べ
て
い
る
。
た
だ
、
そ
の
調
子
が
「
如
何
に
も
軽

く
て
浮
は
つ
い
て
見
え
た
」
の
は
、
「
ュ

l
ゴ
l
や
ヂ
ス
レ
リ
l
の
翻
誇
小
説
」

と
比
較
さ
れ
た
せ
い
で
も
あ
る
が
、
「
硯
友
祉
の
事
術
至
上
」
が
「
時
代
遅
れ

の
化
政
度
の
戯
作
者
生
活
を
お
手
本
に
し
た
」
た
め
だ
と
言
う
の
で
あ
る
。

ζ

と
で
興
味
深
い
の
は
「
硯
友
祉
の
運
動
」
を
「
ル
、
不
イ
サ
ン
ス
」
「
答
術
至
上
」

と
捉
え
て
い
る
点
で
あ
る
。
魯
庵
が
「
此
時
代
の
硯
友
祉
の
作
風
や
態
度
を
併

蘭
西
や
露
西
直
の
近
代
作
家
に
封
す
る
や
う
な
心
持
で
批
評
す
る
の
は
時
代
を

無
視
す
る
色
盲
で
あ
る
。
」
と
述
べ
て
い
る
と
お
り
、
魯
庵
も
明
治
却
年
代
に

は
「
硯
友
祉
の
運
動
」
を
「
ル
、
不
イ
サ
ン
ス
」
「
答
術
至
上
」
と
し
て
捉
え
る

視
点
は
待
ち
あ
わ
せ
て
な
か
っ
た
よ
う
に
思
う
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
当
時
の

文
壇
事
情
を
ふ
ま
え
た
冷
静
な
分
析
と
言
え
よ
う
。

ま
た
、
魯
庵
は
、
硯
友
社
が
「
思
ふ
存
分
に
」
「
戯
作
者
風
」
の
「
気
分
を

殻
揮
し
た
た
め
」
一
人
批
判
さ
れ
る
と
と
に
な
っ
た
が
、

此
の
何
者
に
も
制
肘
さ
れ
な
い
放
縦
な
駄
々
ツ
子
的
気
分
が
嘗
時
の
文
皐

好
き
の
青
年
の
共
鳴
を
惹
く
に
十
分
力
が
あ
っ
た
。

と
記
し
て
い
る
。
と
の

「共
鳴
」
を
う
け
た
「
青
年
」
の
一
人
に
魯
庵
が
含
ま

れ
て
い
た
乙
と
は
疑
い
な
い
だ
ろ
う
。

魯
庵
は
ζ

の
回
想
中
、
硯
友
社
が
「
園
種
の
結
束
力
」
に
よ
っ
て
、
文
壇
を

支
配
し
た
様
子
を
度
々
記
述
し
て
い
る
。
例
え
ば
、
「
新
作
家
を
迎
ふ
る
に
鋭

意
し
て
ゐ
た
」
文
壇
に
、

多
士
済
々
た
る
硯
友
祉
は
勿
ち
章
魚
の
足
の
や
う
に
八
方
に
勢
力
を
伸
ば

し
、
新
聞
社
に
雑
誌
祉
に
出
版
人
に
夫
々
多
少
の
関
係
を
附
け
ざ
る
は
無

か
っ
た
。
其
上
に
固
く
結
束
し
て
互
に
相
援
引
し
、
(
中
略
)
行
動
を
侶

に
し
た
。

と
い
う
よ
う
に
述
べ
て
い
る
し
、
端
的
に
、

硯
友
祉
の
勢
力
は
圏
健
的
の
結
束
の
力
で
あ
っ
て
各
自
の
個
々
の
内
で
は

無
か
っ
た
。

と
も
述
べ
て
い
る
。
出
版
界
を
牛
耳
っ
た
様
子
も

讃
賀
新
聞
を
牙
城
と
し
た
紅
葉
は
(
中
略
)
三
面
及
び
文
嬰
欄
は
思
ふ
ま

h
k
主
宰
し
た
。
春
陽
堂
に
は
前
回
曙
山
が
座
し
、
博
文
館
に
は
大
橋
乙

羽
が
控
へ
、

『
新
小
説
』
も
『
文
義
倶
楽
部
』
も
硯
友
社
の
統
轄
に
錦
し

た
。
(
以
下
略
)

と
い
う
ふ
う
に
記
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
そ
の
「
統
率
」
者
で
あ
っ
た
紅
葉
に
つ
い
て
は
、

紅
葉
の
義
術
的
天
分
は
エ
ポ
ツ
ク
を
宣
す
る
だ
け
の
十
分
な
カ
を
持
っ
て

ゐ
た
が
、
夫
よ
り
も
猶
ほ
一
一
暦
勝
れ
て
ゐ
た
の
は
傘
下
の
英
才
を
統
率
し

て
欝
術
的
地
盤
を
固
め
た
政
治
的
手
腕
で
あ
っ
た
。

首
時
の
硯
友
社
は
買
に
政
友
舎
で
あ
っ
て
紅
葉
の
手
腕
は
原
敬
以
上
で
あ

っ
た
。

と
記
し
、
傘
下
の
人
々
の
足
並
み
を
揃
え
さ
せ
た
紅
葉
の
「
統
率
の
才
」
を

「
尋
常
で
無
か
っ
た
」
と
認
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
魯
庵
は
党
派
を
組
ん
で
他

を
圧
す
る
よ
う
な
や
り
方
に
反
感
を
抱
い
て
い
た
よ
う
で
あ
る
が
、

ζ

れ
ら
の

記
述
は
当
時
の
紅
葉
、
硯
友
社
の
勢
力
を
よ
く
伝
え
て
い
よ
う
。
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右
は
文
壇
に
お
け
る
紅
葉
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、

魯
庵
は
個
人
的
に
は
ど
う

捉
え
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

回
想
中
、
美
妙
と
比
較
し
た
上
で
、
そ
の
人
柄

に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
箇
所
が
あ
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
美
妙
が
い
つ
ま
で
た

っ
て
も
他
人
行
儀
で
あ
っ
た
の
に
対
し
て

紅
葉
は
初
封
面
の
時
か
ら
百
年
の
友
の
や
う
に
打
解
け
、
戯
言
も
云
へ
ば

気
焔
も
吐
い
て
誰
と
て
も
直
ぐ
肝
臓
を
照
ら
し
て
語
り
合
っ
た
。

其
賃
、
紅
葉
は
(
中
略
)
心
か
ら
打
解
け
る
の
で
は
無
か
っ
た
。

と
い
う
。
ま
た
魯
庵
は
「
思
想
上
の
汗
格
が
感
情
上
の
一
帯
離
と
な
っ
て
」
「
交

際
が
殆
ん
ど
途
絶
え
」
て
い
た
が
、

紅
葉
と
私
と
は
都
合
育
ち
の
共
通
の
趣
味
や
性
格
が
あ
っ
た
の
で
、
思
想

上
で
は
相
容
れ
な
く
て
も
紅
葉
に
封
し
て
は
丁
度
郷
友
に
封
す
る
や
う
な

親
し
み
を
持
っ
て
ゐ
た
。

と
述
べ
て
い
る
。

ζ

れ
を
見
る
と
、
魯
庵
が
紅
葉
に
対
し
て

「
都
合
育
ち
の
共

通
の
迎
味
や
性
格
」
が
あ
っ
た
と
認
め
て
い
る
こ
と
、
思
想
面
と
対
人
面
と
を

別
の
次
元
で
捉
え
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

魯
庵
は
続
け
て
、
「
論
壇
で
は
紅

葉
の
態
度
や
硯
友
祉
の
作
風
に
僚
ら
な
い
で
忌
俸
の
な
い
批
評
を
し
て
も
、
私

交
上
に
は
何
の
隔
心
も
持
た
な
か
っ
た
。
」
と
も
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。

が
、
何
と
い
っ
て
も
『
思
ひ
出
す
人
々
』
中
、
特
筆
す
べ
き
逸
話
は
次
に
挙

げ
る
魯
庵
と
紅
葉
の
「
最
後
の
舎
見
」
で
あ
ろ
う
。

当
時
魯
庵
は
丸
善
に
在
籍
し
て
い
た
が
、
そ
こ
へ
胃
癌
で
余
命
三
か
月
と
宣

告
さ
れ
た
紅
葉
が
現
わ
れ
、

高
価
な
セ
ン
チ
ュ
リ
ー
を
買
っ
て
行
く
の
で
あ

る
。
と
の
紅
葉
の
態
度
に
対
し
て
魯
庵
は
、

自
分
の
死
期
の
迫
っ
て
る
の
を
十
分
知
り
な
が
ら
蝕
り
豊
か
で
無
い
財
嚢

か
ら
高
債
の
辞
典
を
買
ふ
を
少
し
も
惜
ま
な
か
っ
た
紅
葉
の
最
後
の
逸
事

は
、
死
の
瞬
間
ま
で
も
知
識
の
慾
求
を
決
し
て
忘
れ
な
か
っ
た
紅
葉
の
器

の
大
な
る
を
詮
す
る
事
が
出
来
る
。

と
述
べ
て
い
る
。

柳
田
泉
氏
は
、
乙
の
「
い
か
に
も
劇
的
」
な
逸
話
が
「
異
質
の
出
来
事
か
何

う
か
」
疑
っ
た
が
、
紅
葉
晩
年
の
日
記
に
、
魯
庵
の
記
述
は
ピ
タ
リ
と
あ
う
記

事
を
見
つ
け
て
、
「
魯
庵
氏
の
リ
テ
ラ
リ

・
ポ
i
ト
レ
イ
ト
が
、
停
記
資
料
と

注
お

し
で
も
相
当
以
上
正
確
な
も
の
」
で
あ
る
と
知
っ
た
と
記
し
て
い
る
が
、
魯
庵

の
回
想
が
信
葱
性
を
持
つ
も
の
で
あ
る
一
証
左
で
あ
ろ
う
。

魯
庵
は
、
こ
の
逸
話
を
述
べ
た
後
、
次
の
よ
う
に
紅
葉
の
回
想
を
締
め
括
っ

て
い
る
。

- 67 

有
健
に
云
ふ
と
、
私
は
紅
葉
の
著
作
に
は
世
間
が
騒
ぐ
ほ
ど
に
感
服
し

て
ゐ
な
か
っ
た
。
其
の
生
活
や
態
度
や
人
物
に
も
僚
ら
な
く
思
ふ
事
が
多

か
っ
た
。

紅
葉
の
才
能
の
非
凡
を
惜
ん
で
「
苦
言
を
反
覆
」
し
た
た
め
に
「
心
に
も
な
く

仲
違
ひ
」
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。

が
、
瀕
死
の
瀬
戸
際
に
臨
ん
で
も
少
し
も
挫
け
な
か
っ
た
知
識
の
向
上
慾

の
盛
ん
な
る
に
は
推
服
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
紅
葉
は
異
に
文
豪
の
器

で
あ
っ
て
決
し
て
唯
の
才
人
で
は
無
か
っ
た
。

乙
の
『
恩
ひ
出
す
人
々
』
は
回
想
で
あ
る
か
ら
、
時
間
的
隔
た
り
に
よ
る
イ

メ
ー
ジ
の
変
化
や
文
章
の
誇
張
等
、
勿
論
考
慮
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
が
、

以
上
見
て
来
た
よ
う
に
、
魯
庵
は
か
な
り
冷
静
な
目
を
持
っ
て
硯
友
社
を
見
、

ま
た
批
判
す
べ
き
と
乙
ろ
は
批
判
し
て
紅
葉
の
性
格
を
分
析
し
て
い
る
。

こ
れ
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は
、
魯
庵
の
硯
友
社
の
把
握
が
、
今
日
の
文
学
史
上
の
位
置
づ
け
と
き
わ
め
て

近
い
と
と
や
、
紅
葉
に
関
す
る
記
述
が
、
後
世
の
紅
葉
研
究
に
大
い
に
貢
献
し

た
と
と
を
み
て
も
わ
か
る
と
お
り
で
あ
る
。
死
の
間
際
に
セ
ン
チ
ュ
リ
ー
を
購

入
し
た
紅
葉
の
態
度
は
、
魯
庵
の
紅
葉
に
対
す
る
印
象
を
か
な
り
よ
く
し
た
と

思
わ
れ
る
が
、
こ

こ
に
は
魯
庵
の
本
音
に
近
い
も
の
が
語
ら
れ
て
い
る
と
い
っ

て
い
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
思
想
、
文
学
観
、
創
作
態
度
の
上
で
両
者
が
相

容
れ
な
か
っ
た
ζ

と
は
種
々
の
文
芸
批
評
を
見
て
も
明
ら
か
で
あ
る
し
、
魯
庵

が
紅
葉
に
対
し
て
「
共
通
の
趣
味
や
性
格
」
「
郷
友
に
封
す
る
や
う
な
親
し
み
」

を
抱
い
て
い
た
ζ

と
も
、
前
述
し
た
パ
ロ
デ
ィ
評
や
『
文
皐
者
と
な
る
法
』
に

於
て
示
し
た
親
近
感
や
素
養
の
共
通
性
を
考
え
あ
わ
せ
る
と
領
け
る
の
で
は
な

か
ろ
う
か
。

『
思
ひ
出
す
人
々
』
に
収
め
ら
れ
て
い
る
作
家
の
回
想
中
、
四
迷
と
紅
葉
に

関
す
る
も
の
が
、
量
的
に
も
内
容
的
に
も
光
彩
を
放
っ
て
い
る
よ
う
に
恩
わ
れ

る
の
は
、
二
作
家
に
対
す
る
魯
庵
の
特
別
の
思
い
入
れ
が
そ
の
背
景
に
あ
る
か

ら
で
あ
ろ
う
。

お
わ
り
に

魯
庵
は
四
迷
に
出
会
っ
て
、
「
人
生
と
交
渉
す
る
殿
粛
な
森
厳
な
意
味
を
文

注町四

事
に
認
め
る
や
う
に
な
っ
た
」
と
語
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
四
迷
は
魯
庵
の
文
学

観
を
一
新
さ
せ
た
の
で
あ
っ
た
が
、
紅
葉
と
の
出
会
い
に
は
、
四
迷
が
与
え
た

よ
う
な
画
期
的
な
意
義
は
見
出
せ
な
い
。

し
か
し
、
紅
葉
は
、
魯
庵
の
文
筆
活
動
に
、
四
迷
と
は
全
く
別
の
意
義
を
与

え
た
と
は
言
え
は
し
ま
い
か
。
紅
葉
と
い
う
存
在
が
な
け
れ
ば
、
魯
庵
は
あ
の

よ
う
に
ユ
ニ
ー
ク
な
パ
ロ
デ
ィ
批
評
を
残
さ
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
し
、
私
生
活

ま
で
も
調
刺
し
た
明
治
の
一
大
奇
書
『
文
皐
者
と
な
る
法
』
も
成
立
し
な
か
っ

た
だ
ろ
う
。
江
戸
か
ら
明
治
へ
の
過
渡
期
に
東
京
に
生
ま
れ
、
ど
乙
か
素
養
の

共
通
点
、
共
鳴
を
感
じ
さ
せ
る
紅
葉
と
い
う
好
対
象
を
得
て
、
は
じ
め
て
、
魯

庵
の
本
領
で
あ
る
自
由
自
在
な
分
析
力
と
識
刺
力
は
発
揮
さ
れ
た
の
で
は
な
か

ろ
う
か
。

魯
庵
は
紅
葉
に
対
し
て
決
し
て
肯
定
的
で
は
な
か
っ
た
。
む
し
ろ
、
そ
の
作

品
や
創
作
態
度
に
つ
い
て
手
厳
し
い
ほ
ど
に
批
判
的
で
あ
っ
た
。
そ
れ
を
否
定

す
る
つ
も
り
は
な
い
。
が
、
魯
庵
に
と
っ
て
紅
葉
は
、
単
な
る
批
評
、
調
刺
の

対
象
で
は
な
く
、
そ
の
根
底
に
は
論
理
の

エ
リ
ア
か
ら
は
み
出
た
人
間
的
な
繋

が
り
が
あ
っ
た
よ
う
に
思
え
る
。
紅
葉
に
対
し
て
の
み
特
殊
な
方
法
を
用
い
た

文
芸
批
評
や
、
紅
葉
の
私
生
活
に
ま
で
踏
み
こ
ん
だ
『
文
翠
者
と
な
る
法
』
は
、

魯
庵
の
紅
葉
に
対
す
る
特
別
な
意
識
を
大
い
に
反
映
し
て
い
る
し
、
『
思
ひ
出

す
人
々
』

中
の
回
想
に
も
、
表
面
的
に
は
批
判
し
て
も
内
面
で
は
常
に
親
友
だ

と
す
る
魯
庵
の
二
重
の
意
識
が
度
々
顔
を
出
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

魯
庵
の
文
筆
活
動
を
考
え
る
上
で
、
紅
葉
と
い
う
存
在
の
特
殊
性
・
重
要
性

を
、
今
、
再
認
識
す
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
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l 

注
記

本
稿
は
、
昭
和

ω年
度
一
一
角
野
山
大
学
国
語
国
文
学
会
で
の
口
頭
発
表
原
稿

を
骨
子
に
、
大
幅
に
加
筆
し
た
も
の
で
あ
る
。

本
稿
で
は
煩
雑
さ
を
避
け
る
た
め
、
年
月
、
号
数
等
に
は

ロ
ー
マ
数
字
を

2 
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3 

用
い
た
。

野
村
喬
編
、
昭
和

ω
・
1

ゆ
ま
に
書
房

紅
葉
の
作
品
を
多
く
批
評
し
て
い
る
点
に
つ
い
て
、
当
時
、
批
評
に
価
す

る
だ
け
の
作
品
が
少
な
か
っ
た
た
め
、
紅
葉
の
作
品
を
多
く
取
り
上
げ
る

結
果
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
捉
え
方
も
で
き
る
。
が
、
質
の

い
い
作
品
だ
け
を
魯
庵
が
選
択
し
て
批
評
し
た
の
で
は
な
い
乙
と
は
、
鴎

外
の
作
品
を
一
筋
も
取
り
上
げ
て
い
な
い
一
事
を
も
っ

て
み
て
も
わ
か

る
。
紅
葉
作
品
を
多
く
批
評
し
た
の
は
、
や
は
り
関
心
が
あ
っ
た
か
ら
と

捉
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

「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

|

|
」
(
「
続
経
国
文
学
」

刀

昭
和
M
-
m
)

尚
、
魯
庵
の
『
色
機
悔
』
評
が
紅
葉
の
『
夏
木
立
』
評
の
パ

ロ
デ
ィ
で
あ

る
と
い
う
こ
と
に
関
し
て
は
、
右
の
論
文
中
に
詳
述
し
て
あ
る
。
本
稿
で

は
重
複
を
避
け
た
。

本
稿
で
は
批
評
方
法
の
み
に
着
服
し
た
た
め
「
醐
蝶
」
評
を
特
殊
な
批
評

の
中
に
含
め
な
か
っ
た
が
、
乙
の
批
評
の
文
体
は
美
妙
の
文
体
の
パ
ロ
デ

ィ
で
あ
り
、
魯
庵
の
他
の
文
芸
批
評
と
は
趣
を
異
に
し
て
い
る
。

署
名
不
知
庵
主
人
(
「
園
民
新
聞
」
明
治
幻

・
3
・
日
)

署
名
藤
の
屋
(
「
女
皐
雑
誌
」

m
t
m
明
治

n
・
4
)

「
社
幹
美
妙
粛
著
亙
木
立
」
署
名
紅
葉
山
人
(
「
我
楽
多
文
庫
」

7
1
9

明
治
幻
・

9
1
m
)
但
し、

8
1
9号
で
は
タ
イ
ト
ル
が
「
社
幹
美
妙
粛

著
夏
木
立
の
評
判
」
と
な
っ

て
い
る
。

「新
著
百
種
第
三
銃
の
評
」
署
名
藤
の
屋
主
人
(
「女
翠
雑
誌
」

m

4 5 6 7 8 9 10 

明
治

15 14 13 12 11 

n
・
7
)

署
名
不
知
庵
主
人
(
「
女
謬
雑
誌
」

m
t
m
明
治
幻

・
1
1
ロ
)

署
名
紅
葉
山
人
(
「
我
幾
多
文
庫
」
叩
明
治
幻

-m)

署
名
ふ
、
ち
、
(
「
女
皐
雑
誌
」
川
明
治

n
・
6
)

署
名
藤
の
屋
主
人
(
「
女
皐
雑
誌
」

m
l
m
明
治
2
・
5
)

「
座
談
会

・
近
代
日
本
文
学
史
7

明
治
の
社
会
文
学
」
出
席
者
柳
田

泉
勝
本
清
一
郎
瀬
沼
茂
樹
猪
野
謙
二
(
司
会
)
(
「
文
学
」
幻

1
8

昭
和
鈍
・

8
)

署
名
内
田
魯
庵
大
正
H
・
6

春
秋
社
内
題
は
「
お
も
ひ
出
す
人
々
」

と
な
っ
て
い
る
。
『
き
の
ふ
け
ふ
』
(
大
正
5
・
3

博
文
館
)
の
増
訂
で

あ
る
。

「文
事
倶
楽
部
」

明
治
幻

-m

「予
が
文
筆
者
と
な
り
し
径
路
」
内
田
魯
庵
談
(
「新
湖
」

日
1
6
明
治

必
・
ロ
)

「紅
葉
と
外
国
文
学
」
岡
保
生
(
『
尾
崎
紅
葉
の
生
涯
と
文
学
』
昭
和
必

-m
明
治
書
院
)

「
尾
崎
紅
葉
」
片
岡
良
一

(『
片
岡
良
一
著
作
集
』
5
昭
和
臼
・ロ
中
央
公
論
社
)

「
尾
崎
紅
葉
と
外
国
文
学
」
富
田
仁
(
「
明
治
村
通
信
」
臼
昭
和
必

-

m) 
「知
ら
れ
ざ
る
逸
話
」
石
橋
思
案
談
(
『
明
治
文
豪
停
之
内
尾
崎
紅
葉
』
明

治的
叫・

9

文
禄
堂
書
庖
)

乙
の
事
情
に
つ
い
て
は
、「
魯
庵
を
追
懐
す
」
{
呂
田
修
(
「
古
本
屋
」
昭
和

4
・
8
)
に
も
記
さ
れ
て
い
る
。
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「
読
書
人
の
育
っ
た
環
境
|
|
内
田
魯
庵
伝
ノ
l
ト
付
|
|
」
(
「
青
山
学

院
女
子
短
期
大
学
紀
要
」
昭
和
4
・
U
)

魯
庵
の
最
初
の
文
芸
批
評

「山
田
美
妙
大
人
の
小
説
」
(
明
治
幻

-m)

に
も
既
に
デ
ィ
ケ
ン
ズ
、

サ
ッ
カ
レ

l
、
ゾ
ラ
の
名
が
見
え
て
い
る
が
、

明
治
初
年
代
前
半
の
文
芸
批
評
、
評
論
を
通
じ
て
、
デ
ィ
ケ
ン
ズ
、
サ
ッ

カ
レ

l
、
ア
ヂ
ソ
ン
、
ス
ウ
ィ
フ
ト
、
ゴ
ー
ル
ド
ス
ミ
ス
等
の
名
は
頻
繁
に

登
場
す
る
。
ま
た
、
ス
ウ
ィ
フ
ト
に
関
し
て
は
「
ス
ウ
ヰ
フ
ト
侍
」
(
「
女

皐
雑
誌
」
川
明
治
勾
・

1
)
や
「
ス
ウ
ヰ
フ
ト
論
」
(
「
女
撃
雑
誌
」

川

明
治
幻

・
5
)
を
、
デ
ィ
ケ
ン
ズ
花
関
し
て
は
「
チ
ヤ
ア
レ
ス
、
ヂ
ツ
ケ

ン
ス
侍
」
(
「
女
皐
雑
誌
」
川

t
m
明
治

n
・
7
1
9
)
を
、
ゴ
ー
ル
ド

ス
ミ
ス
に
関
し
て
は
寸
コ
ー
ル
ド
ス
ミ
ツ
ス
を
評
す
」
(
「
女
皐
雑
誌
」
川

明
治

n
・
9
)
を
著
し
て
お
り
、
当
時
の
魯
庵
の
関
心
の
あ
り
ど
と
ろ
を

示
し
て
い
る
。

「
硯
友
社
の
発
足
」
勝
本
清
一
郎
(
「
国
文
学
解
釈
と
鑑
賞
」
幻

l
5
昭

和
幻
・

4
)

後
、
『
近
代
文
学
ノ
l
ト
3
』
(
昭
和
田
・

6

み
す
ず
書

房
)
所
収
。

「尾
崎
紅
葉
」
勝
本
清

一
郎
(
『近
代
日
本
の
文
豪
』

1

昭
和

ω
・
7

読
売
新
聞
社
)
後
、
『
近
代
文
学
ノ
l
ト
3
』
所
収
。

注
刀
参
照
。

「南
翠
外
史
の
『
唐
松
操
』
」
(
署
名
南
俳
子

「
女
皐
雑
誌
」

m
l
m
明
治
幻
・

7
I
8
)
中
に
も
魯
庵
が

「
八
犬
侍
」

に
親
し
ん
だ

頃
の
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
が
、
長
じ
て
か
ら
は

「馬
琴
は
小
説
大

家
の
一
人
に
は
相
違
な
け
れ
ど
唯
一
の
者
に
て
は
あ
ら
じ
」
(
「
馬
琴
の
小

設
」
明
治
幻

・
5
)
と
、
さ
ほ
ど
評
価
し
て
い
な
い
。

23 24 25 26 

28 27 

署
名
不
知
庵
主
人
(
「
小
文
皐
」
1
1
2

明
治
辺
・
日
)

紅
葉
の
父
が
角
彫
り
の
名
人
で
あ
る
と
同
時
に
「
赤
羽
織
の
谷
菊
」
と
い

う
帯
問
で
あ
っ
た
と
と
は
周
知
の
と
お
り
で
あ
る
が
、
魯
庵
の
生
母
も

元
、
吉
原
の
芸
妓
で
あ
っ
た
と
と
、
ま
た
、
共
に
明
治
5
年
K
母
と
死
別

し
、
母
の
愛
情
を
知
ら
ず
に
育
っ
た
と
と
、
紅
葉
が
却
問
で
あ
る
父
の
存

在
を
隠
し
続
け
た
の
と
同
様
に
、
魯
庵
も
七
人
も
の
後
妻
を
取
り
替
え
た

父
に
対
し
て
嫌
悪
感
を
抱
い
て
い
た
乙
と
な
ど
、
両
者
の
生
育
環
境
に
は

共
通
す
る
点
が
多
い
。

「
紅
葉
山
人
の

『
南
無
阿
蒲
陀
併
』
」
署
名
南
仙
子
(
「
女
皐
雑
誌
」

川

明
治
2
・
7
)

「『
此
ぬ
し
』
に
就
て」

署
名

司
・
。
・
〉
・
(
「
図
民
新
聞
」
明
治
お

-m
・

2
1
3
)
 

右
文
社
。

「翻
訳
家
時
代
と
『
文
筆
者
と
な
る
法
』
|
|
内
田
魯
庵
伝
ノ
l
ト
回

|
|
」

(「
青
山
学
院
女
子
短
期
大
学
紀
要
」
昭
和
必
・
日
)

「鎌
倉
及
江
の
島
」(「
園
民
新
聞
」
明
治
加
・

5
・幻、

6
・
4
)

『
硯
友
一
枇
と
紅
葉
』
昭
和
2
・
4

改
造
社

江
見
水
蔭
は
『
自
己
中
心
明
治
文
壇
史
』
(
昭
和

2
-
m
博
文
館
)
の

中
で
、
「
紅
葉
は
全
く
不
知
庵
を
好
か
な
か
っ
た
。
足
袋
の
底
に
お
ま
ん

ま
つ
ぷ
を
踏
ン
づ
け
た
様
な
人
間
だ
と
評
し
て
ゐ
た
。
」
と
述
べ
て
い
る
。

「父
魯
庵
を
語
る
」
(
「
書
物
展
望
」
昭
和
8
・
3
1
9、
日
ー
ロ
)
後
、

『
魯
庵
随
筆
集
』

上
巻
(
昭
日

・
2

改
造
文
庫
)
所
収
。

『
き
の
ふ
け
ふ
」
か
ら

『
恩
ひ
出
す
人
々
」
へ
の
改
稿
に
つ
い
て
は
、
拙
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稿

「
『
恩
ひ
出
す
人
々
』
に
於
け
る
改
訂
の
特
色
|
|
紅
葉

・
美
妙
に
関

す
る
回
想
を
中
心
に
||
」
(
高
野
山
大
学
「
国
語
国
文
」
ロ
昭
和
創
)

中
に
取
り
上
げ
て
い
る
。

お
「
践
に
代
へ
て
」
(
『
明
治
の
作
家
』
昭

m
-m
筑
摩
書
房
)

鈎
「
二
葉
亭
餓
談
」

署
名
内
田
魯
庵

(
『
き
の
ふ
け
ふ
』
大
正
5
・
3

博
文

館
)
後
、
多
少
官
官
き
改
め
ら
れ
て
『
思
ひ
出
す
人
々
』
に
収
め
ら
れ
た
。

- 71ー

Osaka Shoin Women's University Repository




