
故
二
葉
亭
を
懷
ふ

內
田

魯
庵

二
葉
亭
四
迷
の
全
集
が
完
結
し
て
其
追
悼
會
が
故
人
の
友
人
に
由
て
開
か
れ
た
に
就
て
、
全
集
編
纂

者
の
一
人
と
し
て
其
遺
編
を
整
理
し
た
我
等
は
今
更
に
感
慨
の
念
に
堪
へ
な
い
。
二
葉
亭
が
一
生
自

ら
『
文
人
に
非
ず
』
と
稱
し
た
に
就
て
は
其
內
容
の
意
味
は
種
々
あ
ら
う
が
、
要
す
る
に
、『
文
學
に

は
常
に
必
ず
多
少
の
遊
戲
分
子
を
伴
ふ
ゆ
ゑ
に
文
學
で
は
ド
ウ
シ
テ
も
死
身
に
な
れ
な
い
』
と
或
る
席

上
で
故
人
自
ら
明
言
し
た
の
が
其
の
有
力
な
る
理
由
の
一
つ
で
あ
ら
う
。
が
、
文
學
に
は
果
し
て
常
に

必
ず
遊
戲
的
分
子
を
伴
ふ
も
の
で
あ
ら
う
乎
。
凡
そ
文
學
に
限
ら
ず
、
如
何
な
る
職
業
で
も
學
術
で
も

旣
に
興
味
を
以
て
從
ふ
以
上
は
ソ
コ
に
必
ず
快
樂
を
伴
ふ
。
此
快
樂
を
目
し
て
遊
戲
的
分
子
と
い
ふ

な
ら
ば
、
發
明
家
の
苦
辛
に
も
政
治
家
の
經
營
に
も
亦
必
ず
若
干
の
遊
戲
的
分
子
を
存
す
る
筈
で
、
國

事
に
奔
走
す
る
憂
國
の
志
士
の
心
事
も
―
―
無
論
少
敷
の
除
外
は
あ
る
が
―
―
後
世
の
傳
記
家
が
痛
烈

な
る
文
字
を
陳
ね
て
形
容
す
る
如
き
朝
か
ら
晩
ま
で
眞
劍
勝
負
の
マ
ジ
メ
な
も
の
で
は
無
い
で
あ
ら
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う
。
或
は
又
眞
劍
勝
負
で
あ
つ
て
も
此
の
眞
劍
勝
負
が
一
つ
の
快
樂
で
あ
つ
て
、
其
中
に
必
ず
多
少
の

遊
戲
的
分
子
を
含
ん
で
を
る
だ
ら
う
。

が
、
二
葉
亭
の
云
ふ
の
は
恐
ら
く
此
意
味
で
は
無
い
の
で
、
二
葉
亭
は
能
く
西
歐
文
人
の
生
涯
、
殊

に
露
國
の
眞
率
且
痛
烈
な
る
文
人
生
涯
に
熟
し
て
ゐ
た
が
、
夫
れ
以
上
に
東
洋
の
輕
浮
な
、
空
虛
な
、

ヴ
オ
ラ
ン
プ
チ
ユ
ア
ス
な
、
廢
頽
し
た
文
學
を
能
く
知
り
且
其
の
氣
分
に
襯
染
し
て
ゐ
た
。
一
言
す
れ

ば
二
葉
亭
は
能
く
外
國
思
想
に
熟
し
て
ゐ
た
が
、
同
時
に
矢
張
幼
時
か
ら
染
込
ん
だ
東
洋
思
想
を
全
く

は
い
だ
つ

擺
脫
す
る
事
が
出
來
な
い
で
、
此
の
相
背
馳
し
た
二
つ
の
思
想
の

著
が
常
に
頭
腦
に
絕
え
な
か
つ
た

で
あ
ら
う
。
二
葉
亭
が
遊
戲
分
子
と
い
ふ
は
西
鶴
や
其
磧
、
三
馬
や
京
傳
の
文
學
ば
か
り
を
指
す
の
で

は
無
い
、
支
那
の
屈
原
や
司
馬
長
卿
、
降
つ
て
六
朝
は
本
よ
り
唐
宋
以
下
の
內
容
の
空
虛
な
、
貧
弱

な
、
美
く
し
い
文
字
ば
か
り
を
聯
べ
た
文
學
に
慊
ら
な
か
つ
た
。
夫
故
に
外
國
文
學
に
對
し
て
も
亦
、

十
分
渠
等
の
文
學
に
從
ふ
意
味
を
理
解
し
つ
ゝ
も
猶
ほ
、
東
洋
文
藝
に
對
す
る
先
入
の
不
滿
が
累
を
な

し
て
此
の
同
じ
見
方
か
ら
し
て
、
其
晩
年
に
在
つ
て
は
曾
て
隨
喜
し
た
ツ
ル
ゲ
ー
ネ
フ
を
も
詩
人
の
空

想
と
輕
侮
し
、
ト
ル
ス
ト
イ
の
如
き
は
老
人
の
寢
言
だ
と
嘲
つ
て
ゐ
た
。
獨
り
他
人
を
輕
侮
し
冷
笑
す

る
の
み
な
ら
ず
。
此
の
東
洋
文
人
を
一
串
す
る
通
弊
に
自
づ
か
ら
襯
染
し
て
ゐ
た
自
家
の
文
學
的
態

度
を
も
危
ぶ
み
且
飽
足
ら
ず
思
ふ
て
而
し
て
『
文
學
に
は
必
ず
遊
戲
的
分
子
が
あ
る
、
文
學
で
は
ド
ウ

シ
テ
モ
死
身
に
な
れ
な
い
』
と
云
ふ
。
近
代
思
想
を
十
分
理
解
し
な
が
ら
近
代
人
に
な
り
切
れ
な
い
二
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葉
亭
の
葛
藤
は
必
ず
爰
に
も
在
つ
た
ら
う
。

二
葉
亭
に
限
ら
ず
、
總
て
我
々
年
輩
の
も
の
は
誰
で
も
兒
供
の
時
か
ら
吹
込
ま
れ
た
儒
敎
思
想
が
何

時
ま
で
經
つ
て
も
頭
腦
の
隅
の
ド
コ
か
に
こ
び
り
着
い
て
ゐ
て
容
易
に
拔
け
切
れ
な
い
も
の
だ
。
坪

內
博
士
が
イ
ブ
セ
ン
に
も
シ
ヨ
オ
に
も
ス
ト
リ
ン
ド
ベ
ル
ヒ
に
も
如
何
な
る
も
の
に
も
少
し
も
影
響

さ
れ
な
い
で
益
々
自
家
の
壘
を
固
ふ
す
る
は
矢
張
同
じ
性
質
の
思
想
が
累
を
な
す
の
で
あ
る
。
最
も

近
代
人
的
態
度
を
持
す
る
島
村
抱
月
君
も
亦
恐
ら
く
此
種
の
葛
藤
を
屢
々
繰
返
さ
れ
る
だ
ら
う
。

此
の
殆
ん
ど
第
二
の
天
性
と
な
つ
た
東
洋
的
思
想
の
傾
向
と
近
代
思
想
の
理
解
と
の
衝
突
は
啻
に

文
學
に
對
し
て
の
み
な
ら
ず
總
て
の
日
常
の
問
題
に
觸
れ
て
必
ず
生
ず
る
。
啻
に
文
人
―
―
東
洋
風
の

―
―
た
る
を
屑
し
と
し
な
い
の
み
な
ら
ず
、
東
洋
的
の
政
治
家
、
東
洋
的
の
實
業
家
、
東
洋
的
の
家
庭

の
主
人
、
東
洋
的
の
生
活
者
た
る
を
欲
し
な
い
。
一
言
す
れ
ば
東
洋
的
の
生
活
の
總
て
に
不
滿
で
あ
つ

て
、
其
不
滿
に
堪
へ
ら
れ
な
い
。
そ
ん
な
ら
其
不
滿
を
破
壞
す
る
決
心
を
有
す
る
か
と
云
ふ
と
、
決
心

を
有
さ
な
い
で
は
無
い
が
、
常
に
其
決
心
を
鈍
ら
す
因
襲
の
思
想
が
頭
腦
の
ド
コ
か
で
囁
や
い
で
制
肘

す
る
。
二
葉
亭
の
一
生
は
此
葛
藤
の
歷
史
で
あ
つ
て
、
獨
り
文
人
た
る
を
屑
し
と
し
な
か
つ
た
ば
か
り

で
な
く
、
政
治
的
方
面
に
も
實
業
的
方
面
に
も
鳥
渡
首
を
突
込
で
見
て
直
ぐ
イ
ヤ
に
な
つ
た
。
此
方
面

で
は
二
葉
亭
の
手
腕
が
ま
だ
少
し
も
認
め
ら
れ
な
い
で
政
治
家
だ
と
も
實
業
家
だ
と
も
誰
に
も
云
は
れ

な
か
つ
た
ゆ
ゑ
、『
我
は
政
治
家
に
非
ず
、
實
業
家
に
非
ず
』
と
一
度
も
言
は
な
か
つ
た
は
、
二
葉
亭
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は
日
本
の
政
治
家
に
も
實
業
家
に
も
慊
ら
な
か
つ
た
の
だ
。
朝
日
新
聞
記
者
と
し
て
永
眠
し
て
死
後
猶

ほ
朝
日
新
聞
社
の
好
意
に
浴
し
て
ゐ
る
が
、『
新
聞
記
者
は
イ
ヤ
だ
、』
と
云
つ
た
事
は
決
し
て
一
度
や

二
度
で
無
か
つ
た
。
唯
獨
り
職
業
ば
か
り
で
は
無
い
。
其
の
家
庭
に
對
し
て
す
ら
不
滿
が
少
く
な
か
つ

た
。（
家
庭
が
不
和
で
あ
つ
た
と
い
ふ
意
味
で
は
無
い
。）
更
に
又
一
步
を
進
め
て
云
ふ
と
、
。　二
。　葉
。　亭
。　は

。　生
。　活
。　の
。　總
。　て
。　に
。　對
。　し
。　て
。　不
。　滿
。　で
。　あ
。　つ
。　た
。　が

、
△　何
△　よ
△　り
△　も
△　彼
△　よ
△　り
△　も
△　此
△　の
△　不
△　滿
△　を
△　如
△　何
△　と
△　も
△　す
△　る
△　能
△　は
△　ざ

△　る
△　自
△　己
△　に
△　對
△　す
△　る
△　不
△　滿
△　が
△　不
△　滿
△　中
△　の
△　最
△　大
△　不
△　滿
△　で
△　あ
△　つ
△　た
△　ら
△　う

。
言
換
へ
る
と
二
葉
亭
は
周
圍
の
も

の
一
切
が
不
滿
で
あ
る
よ
り
は
此
不
滿
を
ド
ウ
ス
ル
事
も
出
來
な
い
の
が
每
日
の
堪
へ
ざ
る
苦
痛
で

あ
つ
て
、
此
苦
痛
を
紛
ら
す
爲
め
の
方
法
を
求
め
る
に
常
に
焦
つ
て
悶
え
て
ゐ
た
。
文
學
も
曾
て
其
排

悶
手
段
の
一
つ
で
あ
つ
た
が
、
文
學
で
は
終
に
紛
ら
し
切
れ
な
く
な
つ
た
の
で
政
治
と
な
り
外
交
と
な

つ
た
の
で
あ
る
。
二
葉
亭
が
『
文
學
で
は
死
身
に
な
れ
な
い
』
と
い
ふ
は
、
取
り
も
直
さ
ず
文
學
の
や

う
な
生
柔
し
い
事
で
は

と
て迚

も
自
分
の
最
大
苦
悶
を
紛
ら
す
事
が
出
來
な
い
と
い
ふ
意
味
に
も
解
釋
さ

れ
る
。

世
の
中
に
は
行
詰
つ
た
生
活
と
か
生
の
悶
え
と
か
言
ふ
ヴ
オ
キ
ヤ
ビ
ユ
ラ
リ
ー
を
の
み
陳
列
し
て

生
活
の
苦
痛
を
叫
ん
で
る
も
の
は
多
い
が
、
其
の
大
多
數
は
自
己
一
身
に
對
し
て
は
滿
足
し
て
蝸
殼
の

小
天
地
に
安
息
し
て
を
る
。
懷
疑
と
云
ひ
疑
惑
と
い
ふ
も
其
議
論
は
總
て
ド
グ
マ
の
城
壁
を
固
め
て

而
し
て
ド
グ
マ
を
以
て
徹
底
し
た
思
想
と
し
安
心
し
切
つ
て
を
る
。
二
葉
亭
が
苦
悶
を
以
て
一
生
を
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終
つ
た
に
比
較
し
て
渠
等
は
大
い
な
る
幸
福
者
で
あ
る
。

明
治
の
文
人
中
、
國
木
田
獨
步
君
の
生
涯
は
面
白
か
つ
た
。
北
村
透
谷
君
の
一
生
も
亦
極
め
て
興

味
が
あ
る
。
が
、
二
葉
亭
の
一
生
は
是
等
の
二
君
に
比
べ
る
と
更
に
一
層
意
味
の
あ
る
近
代
的
の
悶
え

と
艱
み
の
歷
史
で
あ
つ
た
。
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