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中
村
菊
男
著

『
伊
　
藤

博
　
文
』

紹
介
と
批
誇

　
　
　
　
　
　
　
剛

　
こ
こ
に
紹
介
す
る
本
書
は
時
事
通
信
吐
で
刊
行
中
の
「
三
代
宰
相
列
傳
」

（
全
＋
七
巻
）
の
一
冊
と
し
て
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
。
「
三
代
宰
相
列
傳
」

は
明
治
・
大
正
・
昭
和
の
三
代
に
わ
た
る
わ
が
國
の
総
理
大
臣
の
う
ち
十
八
人

二
二
九

（
二
五
七
）



紹
介
と
批
評

を
と
り
あ
げ
、
そ
の
傳
記
を
學
者
・
評
論
家
の
権
威
者
が
分
澹
執
筆
し
て
い

る
。
し
た
が
つ
て
こ
の
「
列
傳
」
十
七
雀
を
通
讃
す
れ
ば
、
歴
代
首
相
の
生
涯

は
も
と
よ
り
、
あ
わ
せ
て
オ
ー
ソ
ド
ッ
ク
ス
な
日
本
近
代
政
治
史
に
も
通
ず
る

こ
と
が
で
き
る
わ
け
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
明
治
・
大
正
・
昭
和
の
三
代
を
通
じ
て
、
だ
れ
か
ら
も
そ
の
名
を

記
臆
さ
れ
て
い
る
首
相
と
い
え
ぽ
、
ま
ず
第
一
に
伊
藤
博
文
が
あ
げ
ら
れ
る
で

あ
ろ
う
。
し
た
が
つ
て
明
治
政
府
の
建
設
者
で
、
自
ら
初
代
総
理
大
臣
に
な
つ

た
伊
藤
博
文
の
傳
記
で
あ
る
本
書
は
、
こ
の
列
傳
十
七
雀
の
い
わ
ば
要
で
あ
る

と
い
つ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

二

　
今
日
ま
で
伊
藤
博
文
だ
け
が
、
だ
れ
か
ら
も
そ
の
名
を
記
憶
さ
れ
て
い
る
の

は
な
ぜ
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
は
も
つ
と
も
素
朴
な
疑
問
で
あ
る
が
、
同
時
に
そ

れ
は
伊
藤
の
本
質
を
つ
く
一
番
大
切
な
問
題
で
あ
る
。

　
中
村
菊
男
教
授
は
、
本
書
の
稿
を
起
す
に
あ
た
つ
て
、
「
伊
藤
が
明
治
時
代

の
最
高
ク
ラ
ス
の
政
治
家
に
な
ぜ
な
つ
た
か
と
い
う
理
由
を
探
求
し
な
が
ら
書

か
れ
た
も
の
は
す
く
な
い
の
で
、
本
書
は
ま
ず
こ
う
い
つ
た
観
黙
か
ら
伊
藤
博

文
を
取
り
上
げ
」
（
三
頁
）
た
、
と
そ
の
問
題
鮎
を
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の

問
題
取
扱
い
は
、
さ
き
の
わ
れ
わ
れ
の
疑
問
に
十
分
答
え
て
く
れ
る
も
の
で
あ

る
。　

伊
藤
に
關
し
て
は
「
生
い
立
ち
か
ら
は
じ
み
て
逝
去
に
い
た
る
傳
記
が
多

く
、
そ
れ
に
ま
た
同
じ
檬
式
の
拙
著
を
加
え
る
こ
と
は
意
味
が
す
く
な
い
と
考

え
ら
れ
た
」
（
序
一
頁
）
の
で
、
著
者
は
從
來
の
傳
記
の
形
式
を
打
破
つ
て
、
冒

頭
か
ら
「
第
一
章
　
伊
藤
博
文
は
な
ぜ
明
治
時
代
第
一
級
の
政
治
家
に
な
つ
た

、
一
四
〇

（
二
五
八
）

か
」
を
論
じ
、
生
い
た
ち
か
ら
維
新
ま
で
の
伊
藤
を
割
愛
し
て
い
る
。

　
伊
藤
が
第
一
級
の
政
治
家
に
な
れ
た
理
由
は
、
第
一
章
に
も
つ
と
も
集
中
的

に
論
じ
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
が
、
以
下
こ
の
章
を
概
略
し
よ
う
。

　
明
治
政
府
は
も
つ
と
も
極
端
に
い
え
ば
薩
長
の
政
府
で
あ
つ
た
。
し
た
が
つ

て
、
伊
藤
が
長
州
の
出
身
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
、
彼
の
も
つ
「
才
能
と
同
時

に
、
藩
閥
の
バ
ッ
ク
と
い
う
有
形
無
形
の
恩
恵
」
（
八
頁
）
を
う
け
る
こ
と
が

で
き
た
。
こ
こ
に
彼
が
後
年
政
治
力
を
護
揮
で
き
た
第
一
の
理
由
が
あ
る
。

　
第
二
の
理
由
は
、
明
治
全
期
を
通
じ
て
伊
藤
ほ
ど
天
皇
の
知
遇
を
得
た
も
の

は
い
な
い
と
い
う
鮎
に
あ
る
。
「
國
家
の
重
大
事
件
に
つ
い
て
、
天
皇
が
伊
藤

を
側
近
に
お
い
て
な
ん
で
も
相
談
し
よ
う
」
（
一
四
頁
）
と
し
た
。

　
第
三
に
、
伊
藤
は
天
性
朗
ら
か
で
あ
つ
て
、
子
供
の
よ
う
に
天
眞
燗
漫
な
と

こ
ろ
が
あ
つ
た
。
こ
れ
は
同
じ
長
州
出
身
の
山
縣
有
朋
が
、
謹
嚴
、
沈
獣
寡
言
、

陰
氣
で
あ
る
の
と
ま
つ
た
く
封
照
的
で
あ
つ
た
。
権
勢
を
ほ
し
い
ま
ま
に
し

て
、
容
易
に
人
を
近
づ
け
な
い
と
い
う
性
格
で
な
い
こ
と
が
伊
藤
に
プ
ラ
ス
と

な
つ
た
。

　
第
四
に
は
、
伊
藤
は
よ
い
ブ
レ
ー
ン
・
ト
ラ
ス
ト
や
、
す
ぐ
れ
た
先
輩
、
後

輩
を
も
つ
た
こ
と
で
あ
る
。
井
上
毅
、
伊
東
巳
代
治
、
金
子
堅
太
郎
、
末
松
謙

澄
、
西
園
寺
公
望
、
陸
奥
宗
光
ら
は
ブ
レ
ー
ン
で
あ
り
、
木
戸
孝
允
、
三
條
實

美
、
岩
倉
具
覗
、
大
久
保
利
通
と
い
う
先
輩
を
得
、
ま
た
原
敬
と
い
う
後
輩
に

も
め
ぐ
ま
れ
て
い
た
。
加
う
る
に
高
杉
晋
作
、
井
上
馨
と
い
5
よ
い
友
人
も
も

つ
て
い
た
。

　
第
五
に
、
名
讐
欲
が
旺
盛
で
あ
つ
た
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
る
。
内
閣
纏
理
大

臣
、
樋
密
院
議
長
、
貴
族
院
議
長
、
韓
國
統
監
な
ど
と
い
う
地
位
に
彼
は
い
つ

も
最
初
に
つ
い
た
。
「
最
初
に
あ
る
重
要
な
政
治
制
度
の
長
官
や
議
長
に
な
る



と
い
う
こ
と
は
、
國
民
の
政
治
心
理
を
う
ま
く
つ
か
む
演
出
方
法
と
い
え
よ

う
。
伊
藤
自
身
こ
れ
を
意
識
し
て
い
た
か
ど
う
か
わ
か
ら
な
い
が
、
と
に
か
く

結
果
か
ら
み
て
成
功
し
た
と
い
え
る
」
（
三
七
頁
）
。

　
第
六
に
、
彼
は
知
略
に
富
み
、
柔
軟
性
を
も
ち
、
と
く
に
遁
走
の
術
を
心
得

て
い
た
。
物
事
に
も
人
物
に
も
執
着
心
が
な
く
、
或
場
合
に
は
ま
さ
に
「
君
子

豹
攣
コ
の
そ
れ
で
あ
つ
た
。

　
第
七
に
、
彼
は
健
康
な
肉
盟
と
賢
夫
人
に
め
ぐ
ま
れ
て
い
た
こ
と
が
あ
げ
ら

れ
る
。

　
第
八
に
、
彼
は
物
欲
す
く
な
く
、
金
鐘
に
悟
淡
で
あ
つ
た
。
そ
の
黙
彼
の

「
品
性
の
高
潔
」
は
萬
人
に
み
と
め
ら
れ
て
い
た
。
ま
た
英
語
を
よ
く
し
、
海

外
の
新
知
識
を
つ
ね
に
も
と
め
て
い
た
こ
と
が
「
経
世
の
政
治
家
」
た
ら
し
め

た
。　

第
九
は
、
ハ
ル
ピ
ソ
騨
頭
に
お
け
る
悲
壮
な
最
後
は
、
國
民
に
彼
の
生
涯
を

よ
り
鮮
明
に
刻
み
つ
け
る
に
役
立
つ
た
。

　
以
上
が
第
一
章
に
お
い
て
、
伊
藤
博
文
が
明
治
時
代
第
一
級
の
政
治
家
に
さ

せ
た
要
因
と
し
て
あ
げ
て
い
る
諸
黙
で
あ
る
。
こ
の
章
は
、
最
も
興
味
深
く
、

一
番
の
盛
り
上
り
を
も
つ
て
い
て
、
伊
藤
博
文
と
い
う
一
政
治
家
の
人
格
的
魅

力
を
十
二
分
に
讃
者
に
印
象
づ
け
る
。

三

　
こ
の
あ
と
章
を
お
つ
て
、
伊
藤
博
文
の
政
治
活
動
の
全
期
間
に
わ
た
り
、
波

飢
に
と
ん
だ
彼
の
生
涯
を
ま
と
め
、
そ
れ
ぞ
れ
の
時
期
に
お
け
る
政
治
的
評
債

を
下
し
て
い
る
。

　
第
二
章
で
は
、
「
長
州
閥
は
明
治
政
治
に
ど
の
よ
う
な
地
位
を
し
め
た
か
」

紹
介
と
批
評

と
な
つ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
長
州
閥
が
生
ま
れ
る
纒
過
と
、
そ
れ
が
明
治
政
治

の
上
に
占
め
る
地
位
と
い
う
黙
を
論
じ
つ
つ
、
こ
う
し
た
強
力
な
長
州
閥
を
背

景
に
し
て
伊
藤
が
明
治
政
府
に
仕
官
し
て
い
く
過
程
を
論
じ
て
い
る
。

「
明
治
憲
法
は
ど
の
よ
う
な
輕
過
か
ら
生
ま
れ
た
か
」
と
い
う
第
三
章
で
は
、

明
治
憲
法
の
生
ま
れ
る
纏
過
と
こ
れ
の
制
定
に
骨
身
を
け
ず
つ
た
伊
藤
と
の
關

係
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
伊
藤
は
こ
の
憲
法
で
、
君
権
主
義
的
な
立
場
は
た
し

か
に
と
つ
た
が
、
そ
れ
は
絶
封
主
義
的
君
主
制
そ
の
も
の
を
擁
護
し
た
も
の
で

は
な
い
。
し
か
も
大
久
保
利
通
と
か
岩
倉
具
覗
と
い
う
よ
う
な
人
々
の
死
は
、

伊
藤
の
手
に
よ
つ
て
憲
法
制
定
と
い
う
仕
事
を
可
能
に
さ
せ
、
そ
の
結
果
反
動

へ
の
道
は
封
じ
ら
れ
た
と
い
う
教
授
の
主
張
は
注
目
さ
れ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

「
一
八
八
九
年
と
い
う
年
代
に
、
從
來
立
憲
主
義
と
は
な
ん
の
縁
も
な
か
つ
た

ア
ジ
ア
に
お
い
て
、
こ
れ
だ
け
の
も
の
が
で
き
た
と
い
う
こ
と
は
、
偉
と
す
べ

き
で
あ
ろ
う
」
（
九
二
頁
）
と
教
授
は
い
う
。

　
と
こ
ろ
で
從
來
「
超
然
主
義
」
を
と
つ
て
い
た
伊
藤
が
實
際
に
憲
政
の
蓮
用

に
あ
た
つ
て
み
る
と
、
ど
う
し
て
も
議
會
に
自
裳
の
議
員
を
多
籔
も
つ
て
い
な

く
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
が
わ
か
つ
て
き
た
。
こ
の
こ
と
が
彼
の
立
憲
政

治
に
封
す
る
考
え
方
を
超
然
主
義
か
ら
一
歩
前
進
せ
し
め
る
こ
と
に
な
り
、

「
立
憲
政
友
會
」
を
組
織
す
る
一
つ
の
原
因
と
な
つ
た
。
こ
の
政
黙
政
治
に
つ

い
て
の
考
え
方
で
も
、
山
縣
有
朋
は
絶
封
否
認
の
態
度
で
あ
つ
た
の
に
封
し
、

伊
藤
は
君
主
主
義
の
立
場
に
あ
り
な
が
ら
政
裳
政
治
へ
の
要
協
を
必
要
と
考
え

て
い
た
こ
と
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
間
の
事
情
は
、
「
第
四
章
　
首
相
と

し
て
の
伊
藤
博
文
は
ど
う
い
｝
政
治
を
し
た
か
」
お
よ
び
「
第
五
章
　
政
窯
の

首
領
と
し
て
の
伊
藤
博
文
」
の
各
章
に
の
べ
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
伊
藤
の
本

領
は
一
國
の
宰
相
と
し
て
外
交
問
題
を
庭
理
す
る
職
に
あ
つ
て
、
政
窯
の
首
領

一
四
一

（
二
五
九
）



紹
介
と
批
評

と
し
て
は
か
な
ら
ず
し
も
成
功
し
た
と
は
い
え
な
い
、
と
い
う
。

「
日
露
戦
雫
前
後
に
伊
藤
は
ど
う
い
う
役
割
を
演
じ
た
か
」
の
第
六
章
で
は
、

伊
藤
を
は
じ
め
當
時
の
政
治
家
は
國
力
の
限
界
を
知
り
、
「
い
つ
、
い
か
に
戦

闘
を
や
め
て
、
講
和
に
も
つ
て
い
く
か
」
と
い
う
こ
と
に
力
を
そ
そ
い
だ
。
ま

た
「
明
治
の
政
治
家
と
昭
和
の
政
治
家
と
の
ち
が
い
は
、
明
治
の
政
治
家
の
ほ

う
が
國
家
の
問
題
に
つ
い
て
、
よ
り
眞
創
で
あ
つ
た
」
（
一
八
四
頁
）
と
、
明
治

の
政
治
家
に
こ
も
る
氣
醜
に
つ
い
て
も
面
白
い
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
挿
み
つ
つ
論
じ

て
い
る
。
「
第
七
章
　
韓
國
統
監
と
し
て
の
伊
藤
博
文
」
つ
い
で
「
第
八
章
　
伊

藤
の
劇
的
な
最
後
」
を
も
つ
て
、
「
國
際
肚
會
に
乗
り
出
し
た
興
隆
日
本
そ
の

も
の
で
あ
り
、
『
大
日
本
帝
國
』
の
隆
盛
」
（
二
〇
三
頁
）
と
と
も
に
あ
つ
た
伊

藤
博
文
の
傳
記
を
絡
る
。

一
四
二

（
二
六
〇
）

の
で
あ
つ
た
と
到
断
せ
ら
れ
る
」
（
二
〇
五
頁
）
と
い
う
教
授
の
最
後
の
言
葉

は
や
わ
ら
か
く
あ
た
た
か
い
。

　
本
書
に
は
、
文
献
の
ほ
か
伊
藤
の
令
孫
藤
井
清
子
夫
人
の
語
る
伊
藤
お
よ
び

梅
子
賢
夫
人
の
思
い
出
話
も
と
り
入
れ
ら
れ
、
そ
れ
ら
が
こ
の
書
を
よ
り
一
暦

ひ
き
た
て
て
い
る
。
（
昭
和
三
十
三
年
七
月
　
時
事
通
信
肚
　
二
〇
〇
圓
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
中
村
勝
範
）

四

　
ま
さ
に
伊
藤
博
文
の
一
生
は
、
日
本
が
鎖
國
の
夢
を
破
つ
て
國
際
吐
會
に
乗

り
出
し
、
黄
金
の
時
代
を
築
い
た
時
期
で
あ
り
、
し
か
も
こ
の
黄
金
時
代
は
伊

藤
と
と
も
に
あ
つ
た
。
伊
藤
博
文
が
長
く
忘
れ
去
ら
れ
な
い
の
は
、
こ
の
古

き
・
な
つ
か
し
き
「
大
日
本
帝
國
」
の
建
設
者
で
あ
つ
た
こ
と
に
も
よ
る
で
あ

ろ
う
。

　
も
と
よ
り
伊
藤
博
文
に
も
そ
の
思
想
と
行
動
に
お
い
て
、
今
日
か
ら
み
る
と

多
く
の
批
到
さ
る
べ
き
黙
は
あ
る
。
し
か
し
大
切
な
こ
と
は
、
今
日
の
覗
座
で

伊
藤
を
と
ら
え
、
こ
れ
を
批
到
す
る
こ
と
よ
り
も
、
當
時
の
時
代
の
波
に
伊
藤

と
い
う
人
間
を
浮
か
ば
せ
な
が
ら
、
そ
こ
で
伊
藤
の
重
さ
を
測
る
と
い
う
こ
と

で
は
な
い
か
。
「
十
九
世
紀
後
牛
か
ら
二
十
世
紀
初
頭
に
か
け
て
の
日
本
の
お

か
れ
た
現
境
か
ら
考
え
れ
ば
、
そ
の
あ
げ
た
業
績
は
政
治
家
と
し
て
最
高
の
も


