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一
　
は
じ
め
に

　

冒
頭
か
ら
こ
の
よ
う
な
こ
と
を
記
す
の
は
如
何
な
も
の
か
と
思
う
け
れ
ど

も
、
小
稿
は
ま
こ
と
に
微
々
た
る
、
ノ
ー
ト
に
も
足
ら
ぬ
メ
モ
に
過
ぎ
な
い
。

標
題
の
人
物
の
死
因
（
死
亡
事
情
）
に
つ
い
て
、
た
ま
た
ま
新
知
見
を
見
出

す
こ
と
が
あ
っ
た
の
で
、
そ
れ
を
紹
介
し
よ
う
と
す
る
ば
か
り
で
あ
る
。
な

お
、
研
究
ノ
ー
ト
と
い
う
性
格
上
、
一
般
的
な
辞
典
類
に
よ
っ
て
周
知
さ
れ

て
い
る
よ
う
な
こ
と
は
、
一
々
そ
の
典
拠
を
掲
げ
な
い
。
ま
た
、
他
学
部
・

他
学
科
の
同
僚
方
や
学
生
諸
君
の
目
に
も
触
れ
る
こ
と
に
鑑
み
、
日
本
史
の

文
章
と
し
て
は
あ
ら
ず
も
が
な
の
解
説
的
記
述
・
注
釈
を
加
え
て
い
る
。
併

せ
て
そ
の
意
を
諒
と
さ
れ
た
い
。

　

真
如
は
平
安
前
期
の
密
教
僧
で
、
真
言
宗
祖
空
海
の
十
大
弟
子
の
一
人
に

数
え
ら
れ
る
か
ら
、
相
応
に
傑
出
し
た
人
物
で
あ
っ
た
。
俗
名
は
高
丘
（
高

岳
）
親
王
、
平
城
天
皇
の
第
三
皇
子
で
あ
る
。
第
三
で
は
あ
る
が
、
大
同
四

年
（
八
〇
九
）、
嵯
峨
天
皇
の
太
子
に
立
っ
た
。
平
城
と
嵯
峨
と
は
と
も
に

桓
武
皇
子
で
、
同
腹
で
あ
る
（
母
は
藤
原
乙
牟
漏
）。
兄
か
ら
弟
へ
、
次
に

兄
の
子
へ
、
と
わ
た
さ
れ
て
ゆ
く
、
古
い
タ
イ
プ
の
皇
位
継
承
順
序
を
踏
ん

で
い
る
と
い
え
る
。
と
こ
ろ
が
翌
年
、
い
わ
ゆ
る
薬
子
の
変
（
平
城
上
皇
の

変
）
に
連
座
し
て
皇
太
子
を
廃
さ
れ
た
。
こ
の
あ
た
り
の
政
治
状
況
や
人
間

模
様
に
つ
い
て
は
、
要
す
る
に
北
家
藤
原
氏
が
権
力
を
掌
握
し
て
ゆ
く
過
程

と
し
て
さ
ま
ざ
ま
に
語
ら
れ
て
い
る
か
ら
、
こ
こ
で
縷
説
す
る
必
要
も
な
か

ろ
う*1

。

　

親
王
が
失
意
に
沈
ん
だ
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
が
、
そ
れ
で
も
し
ば
ら

く
経
っ
た
弘
仁
十
三
年
（
八
二
二
）、
四
品
に
叙
せ
ら
れ
た
。
し
か
し
、
こ

の
処
遇
が
か
え
っ
て
世
を
厭
う
気
持
ち
を
増
幅
さ
せ
た
も
の
で
あ
ろ
う
か
、

間
も
な
く
出
家
し
て
し
ま
う*2

。
生
没
年
が
不
明
瞭
な
の
で
確
た
る
こ
と
は
い

え
な
い
が
、
貞
観
四
年
（
八
六
二
）
に
七
十
歳
余
と
の
一
説
か
ら
延
暦
年
間

（
七
八
二
～
八
〇
六
）
後
半
の
誕
生
と
す
る
と
、
三
十
代
半
ば
で
の
出
家
と

な
る
。
初
め
か
ら
仏
道
に
志
し
た
者
と
比
べ
れ
ば
晩
出
家
だ
が
、
事
情
が
事

情
だ
け
に
、
そ
こ
は
や
む
を
え
ま
い
。
そ
し
て
空
海
の
も
と
で
密
教
を
学
ん

だ
。
当
時
の
空
海
は
、
弘
仁
十
四
年
に
嵯
峨
天
皇
か
ら
東
寺
を
勅
賜
さ
れ
る

な
ど
、
名
望
を
確
立
し
つ
つ
あ
る
時
期
で
あ
っ
た
か
ら
し
て
、
い
わ
ば
今
を

時
め
く
法
匠
に
入
門
し
た
わ
け
で
あ
る
。
そ
の
後
、
修
理
東
大
寺
大
仏
師
検

校
と
な
っ
て
活
動
し
た
の
ち
、
入
唐
し
た*3

。

真
如
（
高
丘
親
王
）
の
薨
伝
に
つ
い
て

　
　
　

─ 

虎
に
喰
わ
れ
た
？
元
皇
太
子 

─

湯　

浅　

吉　

美
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真
如
に
限
ら
ず
、
入
唐
の
目
的
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
問
題
意
識
に
し
た
が
っ

て
仏
教
を
よ
り
深
く
学
び
、
さ
ら
に
淵
源
を
究
め
よ
う
と
す
る
も
の
だ
か
ら
、

事
情
が
許
す
な
ら
ば
、
天
竺
（
イ
ン
ド
）
に
目
が
向
く
こ
と
は
自
然
の
成
り

行
き
で
あ
る
。
と
は
い
え
、
島
国
日
本
か
ら
直
接
渡
航
す
る
こ
と
は
ほ
ぼ
不

可
能
だ
し
、
中
国
を
足
が
か
り
に
し
て
…
と
考
え
て
も
、
中
国
王
朝
の
許
可
・

支
援
が
得
ら
れ
な
け
れ
ば
、
こ
れ
ま
た
不
可
能
に
近
い*4

。
真
如
も
例
外
で
な

く
、
な
か
な
か
唐
王
朝
の
許
し
を
得
ら
れ
な
か
っ
た
も
の
の
、
よ
う
や
く
許

可
が
下
り
、
咸
通
六
年
（
八
六
五
、
日
本
・
貞
観
七
年
）
に
広
州
を
発
っ
て

海
路
入
竺
の
旅
に
上
っ
た
。
そ
し
て
、
羅
越
国
に
お
い
て
消
息
を
絶
っ
た
の

で
あ
る
。

二
　
造
作
さ
れ
た
薨
伝

　

真
如
の
生
涯
お
よ
び
入
唐
・
入
竺
を
め
ぐ
っ
て
は
、
ま
と
ま
っ
た
文
献
と

し
て
次
の
三
著
が
あ
る
。

　
　

①　

杉
本
直
治
郎
『
真
如
親
王
伝
研
究　

―
高
丘
親
王
伝
考
―
』（
吉

川
弘
文
館
、
一
九
六
五
年
）

　
　

②　

澁
澤
龍
彥
『
高
丘
親
王
航
海
記
』（
文
藝
春
秋
、
一
九
八
七
年
）

　
　

③　

佐
伯
有
清
『
高
丘
親
王
入
唐
記　

―
廃
太
子
と
虎
害
伝
説
の
真
相

―
』（
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
二
年
）

こ
の
ほ
か
に
単
篇
の
論
文
も
少
な
か
ら
ず
あ
る
が
、
さ
し
あ
た
り
措
い
て
お

こ
う
。

　

ま
ず
①
は
、
す
で
に
半
世
紀
以
上
も
前
の
も
の
だ
が
、
お
よ
そ
真
如
に
関

す
る
か
ぎ
り
、
正
に
バ
イ
ブ
ル
と
い
お
う
か
、
百
科
全
書
と
呼
ぼ
う
か
、
と

も
か
く
網
羅
的
な
大
著
で
あ
る
。
実
際
、
研
究
書
と
し
て
続
く
も
の
は

三
十
七
年
も
後
の
③
だ
か
ら
、
い
か
に
真
如
伝
を
描
き
尽
く
し
て
い
る
か
、

推
し
て
知
る
べ
し
。
歴
史
上
の
人
物
と
し
て
の
知
名
度
は
必
ず
し
も
高
い
と

評
せ
な
い
人
物
の
伝
記
研
究
に
、
菊
判
（
Ａ
５
判
よ
り
ひ
と
回
り
大
き
い
）

七
百
頁
近
い
大
冊
と
い
う
の
は
、
あ
ま
り
類
が
な
い
。

　

次
に
②
は
、
澁
澤
の
遺
作
と
な
っ
た
作
品
で
、
読
売
文
学
賞
を
受
賞
し
て

い
る
。
現
行
の
文
春
文
庫
版
所
収
の
解
説
（
高
橋
克
彦
）
に
よ
る
と
、「
本
の

形
に
な
る
の
を
見
ず
し
て
」「
受
賞
し
た
こ
と
さ
え
（
知
ら
ず
に
）
…
…
」

世
を
去
っ
た
と
い
う
。
も
と
よ
り
小
説
で
あ
る
か
ら
、
①
・
③
と
並
べ
て
同

列
に
扱
う
こ
と
は
で
き
な
い
が
、通
説
に
従
い
、虎
に
害
さ
れ
た
こ
と
に
な
っ

て
い
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
澁
澤
の
卓
抜
な
着
想
と
博
識
と
に
感
心
さ
せ
ら

れ
る
一
作
で
は
あ
る*5

。

　

最
後
に
③
は
、
無
論
①
を
踏
ま
え
て
、
他
に
も
多
く
の
論
考
を
参
照
し
つ

つ
、
新
た
な
る
真
如
像
を
描
い
た
も
の
。
薨
伝
に
関
連
す
る
範
囲
で
そ
の
特

徴
を
い
え
ば
、
虎
害
伝
説
成
立
の
背
景
と
し
て
、
古
来
よ
く
説
か
れ
る
「
捨

身
飼
虎
」
譚
に
よ
る
結
構
と
い
う
見
方
を
排
し
て
、
真
如
が
文
殊
菩
薩
に
大

柑
子
（
夏
み
か
ん
）
を
施
さ
な
か
っ
た
記
事
（
飢
人
布
施
説
話
）
に
着
目
す

べ
き
こ
と
を
指
摘
し
た
点
で
あ
ろ
う
。
簡
略
に
い
え
ば
、
真
如
が
飢
人
（
実

は
文
殊
菩
薩
の
化
現
）
に
大
柑
子
を
施
さ
な
か
っ
た
、
そ
の
罰
と
し
て
虎
に

害
さ
れ
、
入
竺
で
き
な
か
っ
た
と
い
う
説
話
を
重
視
す
る
。
副
題
の
と
お
り
、

廃
太
子
の
一
件
と
虎
害
伝
説
と
に
関
す
る
、
最
も
ま
と
ま
り
あ
る
現
代
的
な

文
献
と
な
っ
て
い
る
。

　

さ
て
、
す
で
に
お
気
付
き
の
こ
と
と
思
う
が
、
真
如
の
死
亡
状
況
に
つ
い

て
は
、
い
ず
れ
の
研
究
者
も
共
通
し
て
次
の
二
点
を
認
め
て
い
る
と
い
っ
て

よ
い
。
す
な
わ
ち
、

　
　

・
死
亡
状
況
は
実
は
明
確
で
な
い
。
と
い
う
よ
り
、
不
明
で
あ
る
。

　
　

・
虎
害
伝
説
は
、
既
存
の
説
話
等
に
依
拠
し
て
、
真
如
に
仮
託
し
た
も
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の
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
虎
害
は
伝
説
に
過
ぎ
な
い
と
断
定
し
つ
つ
、
し
か
ら
ば
実
際
の
死

因
は
何
か
？
と
問
い
か
け
る
方
向
性
を
も
っ
て
い
な
か
っ
た
と
い
っ
て
も
よ

い
の
で
は
な
い
か
。
そ
の
点
を
確
認
し
た
う
え
で
、
順
を
追
っ
て
整
理
し
て

み
よ
う
。

　

ま
ず
、
真
如
の
死
が
ど
の
よ
う
に
し
て
日
本
に
伝
え
ら
れ
た
か
。

　

六
国
史
最
後
の
正
史
で
あ
る
『
三
代
実
録
』
の
元
慶
五
年
（
八
八
一
）
十

月
十
三
日
戊
子
条
に
以
下
の
よ
う
な
記
事
が
あ
る
（
新
訂
増
補
国
史
大
系
本

五
〇
三
～
五
〇
四
頁
）。

今
得
在
唐
僧
中
瓘
申
状
偁
、
親
王
先
過
震
旦
、
欲
度
流
沙
。
風
聞
、
到

羅
越
国
、
逆
旅
遷
化
者
。

【
訓
み
下
し
】
い
ま
在
唐
僧
中
瓘
（
チ
ュ
ウ
カ
ン
）
が
申
状
を
得
る
に
偁
（
い
は
）

く
、「
親
王
、
先
に
震
旦
を
過
ぎ
、
流
沙
を
度
ら
ん
と
し
た
ま
ふ
。
風

聞
す
る
に
、
羅
越
国
に
到
り
、
逆
旅
（
ゲ
キ
リ
ョ
）
に
遷
化
し
た
ま
ふ
」

と
い
へ
り
。

親
王
は
も
ち
ろ
ん
真
如
、
震
旦
は
中
国
の
こ
と
、
流
沙
は
西
域
・
シ
ル
ク
ロ
ー

ド
の
砂
漠
地
帯
、
度
は
渡
と
同
じ
で
「
わ
た
る
」
と
訓
む
。
問
題
は
羅
越
国

で
、
ラ
ヱ
ツ
あ
る
い
は
ラ
ヲ
ツ
と
読
め
る
。
こ
れ
が
何
処
か
に
つ
い
て
は
、

古
く
は
語
音
の
近
似
か
ら
ラ
オ
ス
と
考
え
る
説
が
多
数
派
で
あ
っ
た
。
し
か

し
現
在
で
は
、
桑
原
隲
蔵
の
「
マ
レ
ー
半
島
の
東
海
岸
に
於
て
、
南
は
今
の

シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
附
近
か
ら
、
北
は
北
緯
十
度
内
外
ま
で
の
間
に
在
っ
た
」
と

の
説
が
定
説
と
な
っ
て
い
る
。
桑
原
の
考
証
は
『
新
唐
書
』
地
理
志
を
拠
り

所
と
す
る
も
の
で
、
史
料
と
し
て
の
信
頼
度
も
高
く
、
時
代
的
に
も
相
応
し

い
の
で
、
従
う
べ
き
見
解
で
あ
ろ
う
。
要
す
る
に
、
マ
レ
ー
半
島
の
南
端
東

側
と
い
う
こ
と
に
な
る*6

。

　

し
か
し
な
が
ら
、
や
は
り
「
風
聞
」
で
あ
っ
て
、
何
ら
確
た
る
報
告
で
は

な
い
。
真
如
が
出
発
し
た
広
州
と
羅
越
国
と
の
間
は
、
俗
に
「
海
の
シ
ル
ク

ロ
ー
ド
」
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
、
古
く
か
ら
往
来
が
盛
ん
で
あ
っ
た
か
ら
、

文
字
ど
お
り
風
の
便
り
に
聞
こ
え
て
き
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
ゆ
え
に
、
あ

ま
り
些
細
な
文
言
に
こ
だ
わ
っ
て
も
意
味
は
な
い
が
、「
逆
旅
」（
旅
の
宿
の

意
）
と
あ
る
か
ら
に
は
、
ジ
ャ
ン
グ
ル
の
中
で
虎
に
襲
わ
れ
た
の
で
は
な
い

よ
う
に
読
め
る
。
も
っ
と
も
、
負
傷
し
て
宿
屋
に
か
つ
ぎ
こ
ま
れ
、
そ
こ
で

息
を
引
き
取
っ
た
の
で
も
よ
い
わ
け
だ
が
、
虎
害
、
し
か
も
一
行
四
人
が
全

員
、
な
ど
と
い
う
、
あ
る
種
、
衝
撃
的
な
事
件
で
あ
れ
ば
、
何
か
し
ら
そ
れ

ら
し
い
こ
と
が
伝
わ
っ
て
き
て
も
よ
い
。
総
じ
て
伝
聞
と
い
う
も
の
は
、
針

小
棒
大
に
尾
鰭
が
つ
く
こ
と
は
あ
っ
て
も
、
そ
の
逆
は
起
こ
ら
な
い
。
何
も

書
い
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
何
も
特
別
な
こ
と
は
な
か
っ
た
と
見
る
べ

き
で
あ
ろ
う
。

　

で
は
、
一
体
い
つ
か
ら
虎
害
と
い
う
話
が
語
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
か
。

前
出
文
献
①
・
③
に
よ
る
と
、
そ
の
初
出
は
説
話
集
『
閑
居
友
』
で
あ
る
と

い
う
。
こ
の
書
は
鎌
倉
前
期
、
承
久
四
年
（
一
二
二
二
）
頃
の
成
立
で
、
摂

関
家
九
条
良
経
の
子
、
慶
政
の
編
と
さ
れ
る
。
そ
の
冒
頭
に
「
真
如
親
王
、

天
竺
に
渡
り
給
ふ
事
」
が
あ
る
。
そ
の
中
に
、

さ
て
、
返
給
べ
き
ほ
ど
も
過
ぎ
ぬ
れ
ば
、
生
死
わ
き
ま
へ
が
た
し
と
て
、

こ
ま
か
に
ぞ
尋
ね
あ
り
け
る
。
唐
土
の
返
事
に
、「
天
竺
に
渡
り
給
ほ
ど

に
、
道
に
て
終
り
給
ふ
よ
し
、
ほ
の
か
に
聞
く
」
と
侍
り
け
る
に
ぞ
、

初
め
て
魂
を
う
つ
し
給
よ
し
を
知
り
に
け
る
。（
中
略
）
さ
て
、
や
う

や
う
進
み
行
く
ほ
ど
に
、
つ
ひ
に
虎
に
行
き
遇
ひ
て
、
む
な
し
く
命
終

り
ぬ
と
な
ん
。

と
い
う
一
節
の
あ
る
の
が
そ
れ
で
あ
る*7

。
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と
こ
ろ
が
、
慶
政
は
そ
の
あ
と
に
、

こ
の
こ
と
は
親
王
の
伝
に
も
見
え
侍
ら
ね
ば
、
記
し
入
れ
ぬ
な
る
べ
し
。

と
続
け
て
お
り
、
既
存
の
親
王
伝
に
見
え
な
い
か
ら
（
慶
政
自
身
が
見
て
い

る
文
献
に
新
た
に
）
記
し
入
れ
た
の
で
あ
ろ
う
、
と
わ
ざ
わ
ざ
断
っ
て
い
る
。

し
か
ら
ば
、
慶
政
は
こ
の
と
き
何
を
参
照
し
て
虎
害
の
こ
と
を
知
っ
た
の
か
、

肝
心
の
点
を
書
い
て
い
な
い
。
思
え
ば
奇
妙
な
話
で
あ
る
。

　

前
述
の
ご
と
く
、
羅
越
国
が
マ
レ
ー
半
島
の
南
端
で
あ
る
こ
と
は
疑
い
な

い
と
し
て
、
だ
と
す
る
と
、
虎
に
襲
わ
れ
る
こ
と
は
十
分
に
あ
り
う
る
。
い

わ
ば
「
さ
も
あ
り
な
ん
」
と
い
う
死
因
な
の
だ
が
、
そ
れ
な
ら
ば
、
た
と
え

ば
毒
蛇
・
大
蛇
で
も
ワ
ニ
で
も
、
同
様
に
あ
り
そ
う
な
こ
と
に
相
違
な
い
。

そ
こ
が
「
な
ぜ
虎
な
の
か
」
と
い
う
疑
問
の
出
発
点
と
な
り
、
仏
教
な
い
し

は
仏
教
説
話
に
お
け
る
虎
の
位
置
付
け
、
虎
の
も
つ
特
別
の
意
味
を
想
起
し

て
、
虎
害
伝
説
の
形
成
過
程
を
解
明
し
て
き
た
の
が
、
文
献
①
・
③
に
集
大

成
さ
れ
た
在
来
の
論
考
で
あ
っ
た
。
小
稿
は
、
死
因
に
関
す
る
新
知
見
を
紹

介
す
る
こ
と
が
眼
目
な
の
で
、「
虎
害
」
は
あ
く
ま
で
も
造
作
さ
れ
た
説
話
で

あ
る
と
認
め
た
う
え
で
、
そ
の
形
成
過
程
に
つ
い
て
再
論
す
る
こ
と
は
せ
ず
、

本
題
に
移
る*8

。

三
　
真
如
の
死
因

　

筆
者
は
三
十
年
来
、
縁
あ
っ
て
東
寺
観
智
院
金
剛
蔵
聖
教
類
の
閲
覧
調
査

（
毎
年
晩
夏
に
三
日
間
行
な
わ
れ
る
）
に
参
加
し
、
そ
の
都
度
、
報
告
の
拙

稿
を
発
表
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
い
る
。
い
ず
れ
も
書
誌
事
項
の
記
載
と
活
字

翻
刻
と
な
の
で
、
必
然
的
に
全
体
を
読
む
こ
と
に
な
る
。
先
般
そ
の
一
つ
と

し
て
採
り
あ
げ
た
資
料
の
中
に
、
ま
さ
に
唖
然
と
す
る
よ
う
な
一
文
を
見
出

し
た
。
そ
れ
が
小
稿
の
主
題
と
な
っ
た
一
事
で
あ
る
。

　

そ
の
資
料
は
書
名
を
『
本
朝
真
言
附
法
血
脈
圖
』
と
い
う
（
東
寺
観
智
院

金
剛
蔵　

特
４
箱
11
号
）。
血
脈
（
ケ
チ
ミ
ャ
ク
）
と
は
、
仏
教
（
と
く
に
密
教

や
禅
）
に
お
い
て
、
師
か
ら
弟
子
へ
と
法
灯
が
継
承
さ
れ
る
こ
と
を
い
い
、

そ
の
証
と
し
て
与
え
ら
れ
る
文
書
を
も
同
じ
こ
と
ば
で
呼
ぶ
。
文
献
資
料
と

し
て
の
血
脈
は
、
様
式
的
に
い
く
つ
か
の
類
型
が
あ
る
け
れ
ど
も
、
総
じ
て

い
え
ば
系
図
の
体
を
と
る
。
つ
ま
り
、
法
灯
継
承
の
次
第
を
擬
制
的
に
親
子

兄
弟
の
関
係
と
見
て
、
そ
れ
を
書
き
表
し
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
際
、

記
載
さ
れ
る
人
物
に
つ
い
て
、
出
自
、
略
歴
、
事
績
な
ど
を
注
記
す
る
が
、

そ
の
粗
密
の
度
合
い
は
一
様
で
な
い
。
詳
細
な
注
記
を
も
つ
血
脈
は
、
僧
伝

や
寺
伝
の
歴
史
的
研
究
の
た
め
に
、
き
わ
め
て
有
益
な
知
見
を
提
供
す
る
の

で
あ
る*9

。

　

し
か
し
な
が
ら
、
史
料
と
し
て
採
用
す
る
に
あ
た
り
、
注
意
す
べ
き
こ
と

が
あ
る
。
そ
れ
は
、

　
　

・
注
文
の
典
拠
を
必
ず
し
も
明
示
し
て
い
な
い
こ
と
が
多
い
の
で
、
そ

の
信
頼
度
を
可
能
な
か
ぎ
り
別
途
検
証
す
る
必
要
が
あ
る*10

。

　
　

・
世
代
を
遡
る
に
つ
れ
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
そ
の
部
分
は
既
存
の

血
脈
か
ら
転
写
す
る
こ
と
に
な
る
。
ゆ
え
に
、
可
能
な
ら
ば
、
写
本

と
し
て
の
系
統
を
追
跡
す
る
必
要
が
あ
る*11

。

こ
の
二
点
で
あ
る
。
と
は
い
え
、
全
体
的
に
見
れ
ば
、
血
脈
は
有
効
な
資
料

と
い
え
る
。

　

さ
て
本
資
料
は
、「
第
八
高
祖
」
た
る
空
海
に
始
ま
り
、
明
算
条
に
見
え
る

嘉
承
元
年
（
一
一
〇
六
）
を
下
限
と
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
十
二
世
紀
初
頭

か
ら
同
前
半
代
の
成
立
と
見
て
大
過
あ
る
ま
い
。
第
十
一
祖
の
聖
宝
を
「
尊

師
」
と
敬
称
し
、
世
代
と
し
て
は
成
尊
で
終
わ
っ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
、
真

言
宗
小
野
流
の
血
脈
で
、
三
宝
院
流
そ
の
他
の
諸
流
が
分
派
す
る
以
前
の
態
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様
を
示
し
て
い
る*12

。

　

形
態
書
誌
的
な
こ
と
を
若
干
記
せ
ば
、
全
長
十
二
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
の
巻
子

（
カ
ン
ス
・
ケ
ン
ス
）
装
（
い
わ
ゆ
る
巻
き
物
）
で
、
本
文
部
分
は
二
十
七
葉
の
料

紙
を
継
ぐ
。
貞
和
六
年
（
一
三
五
〇
）
の
写
。
系
図
線
と
世
代
数
、
ご
く
一

部
の
注
記
は
朱
書
。
ま
た
少
数
の
異
本
注
記
、
お
よ
び
追
筆
が
間
々
あ
り
、

こ
れ
ら
は
顕
著
に
賢
宝
（
ゲ
ン
ポ
ウ
）（
南
北
朝
・
室
町
初
期
の
東
寺
観
智
院
の

学
僧
）
の
筆
跡
と
認
め
ら
れ
る
。
全
巻
に
わ
た
っ
て
十
六
か
所
に
裏
書
が
あ

る
。
注
記
・
追
筆
・
裏
書
に
お
い
て
は
、
努
め
て
典
拠
を
示
し
て
お
り
、
情

報
と
し
て
の
信
頼
度
を
高
め
よ
う
と
し
て
い
る
態
度
が
窺
わ
れ
る*13

。

　

冗
漫
な
記
述
を
許
さ
れ
た
い
。
い
よ
い
よ
問
題
の
記
事
に
つ
い
て
記
す
。

　

第
一
紙
か
ら
第
二
紙
に
か
け
て
、
巻
首
の
空
海
か
ら
系
図
線
が
横
に
引
か

れ
、
空
海
の
弟
子
た
ち
が
並
ん
で
い
る
。
釈
迦
の
そ
れ
に
な
ぞ
ら
え
て
空
海

十
大
弟
子
と
呼
ば
れ
る
人
々
で
、
右
か
ら
順
に
実
恵
、
真
済
、
真
雅
、
道
雄
、

円
明
と
並
び
、
次
に
真
如
が
い
る
。
以
下
は
杲
隣
、
泰
範
、
智
泉
、
忠
延
で

あ
る
。
真
如
の
名
の
下
に
あ
る
注
文
を
以
下
に
示
す
（
句
読
点
は
私
補*14

）。

賢
大
法
師
位
。
平
城
天
皇
御
子
（
第
三
宮
云
々
）、
高
岳
親
王
是
也
。

改
遍
明
。
貞
観
三
年
入
唐
。
従
唐
朝
欲
渡
天
竺
、
到
流
沙
之
邊
羅
越
国

遷
化
云
々
。
或
人
云
、
水
酔
遷
化
云
々
。

【
訓
み
下
し
】
賢
大
法
師
位
。
平
城
天
皇
の
御
子
（
第
三
宮
と
云
々
）、

高
岳
親
王
こ
れ
な
り
。
遍
明
と
改
む
。
貞
観
三
年
に
入
唐
し
、
唐
朝

よ
り
天
竺
に
渡
ら
ん
と
し
て
、
流
沙
の
辺
に
到
り
、
羅
越
国
に
て
遷

化
す
と
云
々
。
或
る
人
の
云
く
、
水
に
酔
ひ
て
遷
化
す
と
云

*々15

。

こ
の
最
後
の
一
句
を
見
て
、
筆
者
は
驚
倒
し
た
の
で
あ
る
。

　
「
或
る
人
の
云
く
、
水
に
酔
ひ
て
遷
化
す
と
云
々
」。
真
如
は
水
中
（
あ
た
）

り
で
死
亡
し
た
と
い
う
。
水
中
り
は
、
一
般
的
な
国
語
辞
書
に
拠
れ
ば
、
飲

み
水
が
原
因
で
腹
を
こ
わ
す
こ
と
と
あ
る
。
ま
た
、
と
く
に
旅
先
な
ど
慣
れ

な
い
土
地
で
と
か
、
生
水
で
な
ど
と
付
け
加
え
て
い
る
も
の
も
あ
る
。
お
お

か
た
予
想
さ
れ
る
と
お
り
夏
に
多
く
、俳
句
の
季
語
に
あ
る
。
中
原
道
夫「
に

ん
げ
ん
は　

管
で
あ
り
け
り　

水
中
り
」
は
、
尾
籠
な
が
ら
激
し
い
下
痢
症

状
を
活
写
し
て
い
る
し
、
田
村
み
ど
り
「
ひ
げ
の
無
き　

イ
エ
ス
に
近
し　

水
中
り
」
は
、
脱
水
症
状
で
げ
っ
そ
り
と
な
っ
た
容
貌
を
髣
髴
と
さ
せ
る
。

　

も
う
少
し
も
っ
と
も
ら
し
い
説
明
を
求
め
る
な
ら
ば
、
ク
リ
プ
ト
ス
ポ
リ

ジ
ウ
ム
症
と
い
う
。
ウ
シ
、
ネ
コ
、
ニ
ワ
ト
リ
な
ど
の
腸
内
で
繁
殖
し
た
原

虫
を
摂
取
す
る
こ
と
で
起
こ
る
感
染
症
で
、
５
類
感
染
症
に
指
定
さ
れ
て
い

る
。
つ
ま
り
は
動
物
の
糞
便
に
汚
染
さ
れ
た
水
を
口
に
し
て
罹
る
わ
け
で
、

そ
の
点
、
ず
い
ぶ
ん
不
衛
生
な
、
あ
る
い
は
前
近
代
的
な
、
あ
え
て
言
え
ば

未
開
の
地
で
罹
患
す
る
も
の
の
よ
う
に
思
え
る
が
、
つ
い
二
十
数
年
前
に
も

首
都
圏
で
集
団
発
生
し
た
事
例
が
あ
る
か
ら
油
断
な
ら
な
い
。
ふ
つ
う
は
十

日
ほ
ど
で
自
然
に
治
る
も
の
の
、
幼
児
、
高
齢
者
、
病
者
な
ど
免
疫
機
能
が

低
下
し
て
い
る
場
合
に
は
重
症
化
す
る
こ
と
も
あ
る
と
い
う
。

　

ま
た
、
こ
れ
以
外
に
も
水
系
感
染
症
全
体
と
し
て
見
る
と
き
、
原
因
に
は

原
虫
の
ほ
か
、
ウ
イ
ル
ス
や
バ
ク
テ
リ
ア
も
あ
り
、
病
症
に
は
コ
レ
ラ
、
赤

痢
、
レ
ジ
オ
ネ
ラ
症
、
腸
チ
フ
ス
な
ど
も
含
ま
れ
る
か
ら
、
医
療
の
未
発
達

な
時
代
や
地
域
に
お
い
て
は
、
生
命
に
か
か
わ
る
こ
と
も
少
な
く
な
い
。

二
十
一
世
紀
の
今
日
で
も
、
世
界
中
で
は
毎
年
百
数
十
万
人
が
水
系
感
染
症

で
死
亡
し
て
い
る
と
い
う
。真
如
の
場
合
、一
行
四
人
が
揃
っ
て
消
息
を
絶
っ

て
い
る
か
ら
、
虎
害
よ
り
も
こ
の
ほ
う
が
蓋
然
的
と
思
え
る*16

。

　

と
こ
ろ
で
、
問
題
は
右
の
記
事
の
出
ど
こ
ろ
で
あ
る
。「
或
る
人
の
云
く
」

と
い
う
け
れ
ど
も
、
一
体
ど
こ
か
ら
出
た
説
な
の
か
。
結
論
を
言
え
ば
、
わ

か
ら
な
い*17

。
虎
害
（
伝
説
）
以
外
に
、
真
如
の
死
因
を
記
す
資
料
は
管
見
に
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入
っ
た
こ
と
が
な
い
し
、
写
本
系
統
上
こ
の
血
脈
と
近
縁
に
あ
る
と
見
ら
れ

る
別
の
血
脈
で
も
未
見
で
あ
る
。
と
い
う
こ
と
は
、
お
そ
ら
く
賢
宝
が
独
自

に
獲
た
情
報
な
の
で
あ
ろ
う
が
、
彼
も
ま
た
半
信
半
疑
で
あ
っ
た
の
か
も
し

れ
な
い*18

。
血
脈
に
限
ら
ず
、
こ
う
し
た
資
料
で
「
或
る
い
は
云
う
」「
或
る

本
に
云
う
」「
或
る
説
に
云
う
」
の
よ
う
に
典
拠
を
明
示
し
な
い
書
き
方
は

珍
し
い
も
の
で
は
な
く
、
筆
者
の
経
験
的
印
象
で
は
、
明
示
す
る
／
し
な
い

は
相
半
ば
す
る
か
と
思
う
。
典
拠
を
明
示
し
て
い
な
い
か
ら
と
い
っ
て
、
怪

し
げ
な
浮
説
と
し
て
一
蹴
す
る
必
要
は
毛
頭
な
い
。
む
し
ろ
「
火
の
な
い
と

こ
ろ
に
煙
は
立
た
ぬ
」
式
に
受
け
容
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　

以
上
の
よ
う
な
次
第
な
の
で
、
水
中
り
説
が
信
用
で
き
る
か
ど
う
か
、
何

と
も
い
え
な
い
。
一
方
、
虎
害
説
は
、
最
初
か
ら
説
話
を
ベ
ー
ス
に
し
た
創

作
、
も
し
く
は
風
聞
に
過
ぎ
な
い
と
見
る
べ
き
も
の
の
よ
う
で
あ
る
。
遷
化

の
場
所
柄
、
ど
ち
ら
も
大
い
に
あ
り
そ
う
な
話
だ
が
、
虎
害
説
の
ほ
う
が
、

捨
身
飼
虎
譚
に
せ
よ
飢
人
布
施
説
話
に
せ
よ
、
単
純
な
事
象
で
な
く
（
仏
教

的
に
）
意
味
や
因
縁
の
あ
る
出
来
事
と
し
て
成
立
し
て
い
る
こ
と
は
、
い
か

に
も
「
机
上
の
造
作
」
で
あ
る
こ
と
を
感
じ
さ
せ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
水
中

り
説
は
、
す
こ
ぶ
る
淡
々
と
し
て
お
り
、
何
の
曲
も
な
い
。
ど
ち
ら
が
事
実

（
に
近
い
）
か
と
考
え
る
と
き
、
後
者
を
採
る
の
が
史
料
読
解
の
基
本
的
態

度
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
今
後
、
別
の
資
料
か
ら
他
の
死
因
が
知
ら
れ
る
こ
と

が
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
ま
た
そ
の
と
き
に
検
討
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
今
こ
の

両
説
か
ら
一
方
を
選
べ
と
言
わ
れ
た
ら
、
水
中
り
説
を
採
る
の
を
妥
当
と
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
さ
て
お
き
、
伝
説
と
し
て
造
作
さ
れ
た
虎
害

と
は
別
の
死
因
が
初
め
て
見
出
さ
れ
た
と
い
う
理
由
で
、
本
資
料
は
記
憶
に

留
め
ら
れ
て
よ
い
と
考
え
る
。

四
　
む
す
び
に

　

天
皇
家
の
人
物
が
外
地
で
消
息
不
明
と
い
う
だ
け
で
も
十
分
に
セ
ン
セ
ー

シ
ョ
ナ
ル
だ
が
、
し
か
も
そ
の
人
物
は
元
皇
太
子
で
あ
り
、
あ
ろ
う
こ
と
か

虎
に
喰
わ
れ
た
と
い
う
。
日
本
史
上
に
類
を
見
な
い
逸
話
で
あ
る
。
だ
か
ら

こ
そ
、
文
学
賞
を
と
る
ほ
ど
の
小
説
の
題
材
と
も
な
っ
た
。
翻
っ
て
、
水
中

り
で
…
と
い
う
の
は
、
何
と
も
精
彩
に
欠
け
る
。
し
か
し
、
史
実
と
は
、
歴

史
と
は
、
そ
う
い
う
も
の
か
も
し
れ
ぬ
。
耳
目
を
驚
か
す
出
来
事
は
、
そ
う

そ
う
起
こ
ら
ぬ
も
の
な
の
だ
。
新
知
見
の
興
奮
と
、
ロ
マ
ン
の
潰
え
た
失
望

と
が
、
こ
も
ご
も
去
来
す
る
執
筆
で
あ
っ
た
。

　

例
に
よ
っ
て
…
と
言
っ
て
は
、
本
紀
要
な
ら
び
に
同
僚
諸
賢
に
対
し
て
ま

こ
と
に
失
礼
で
申
し
訳
な
い
の
だ
け
れ
ど
、
今
回
の
小
稿
も
ま
た
、
他
愛
な

い
雑
文
に
終
始
し
た
。
実
は
背
後
の
事
情
と
し
て
、
で
き
れ
ば
三
年
次
の
我

が
「
専
門
演
習
」
の
学
生
諸
君
に
読
ん
で
も
ら
い
、
間
も
な
く
本
格
的
に
取

り
か
か
る
こ
と
に
な
る
卒
業
論
文
の
モ
デ
ル
と
も
な
れ
ば
…
と
烏
滸
が
ま
し

く
も
考
え
た
、
と
い
う
内
情
が
あ
る
。
も
う
一
つ
に
は
、
研
究
を
続
け
る
過

程
で
際
会
し
た
、
ち
ょ
っ
と
し
た
ニ
ュ
ー
ス
や
雑
感
な
ど
を
披
露
す
る
よ
う

な
、
学
術
雑
誌
で
よ
く
「
余
滴
」
な
ど
と
呼
ん
で
い
る
投
稿
形
態
が
、
こ
の

紀
要
に
も
あ
っ
て
も
よ
い
の
で
は
な
い
か
と
思
い
、
あ
え
て
物
し
た
次
第
で

あ
る
。

　

と
は
い
え
、
本
文
に
述
べ
た
よ
う
に
、
こ
れ
ま
で
知
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
、

と
い
う
よ
り
も
、
ど
こ
ぞ
に
あ
る
か
も
し
れ
な
い
と
さ
え
思
わ
れ
て
い
な

か
っ
た
に
等
し
い
、
真
如
の
死
因
に
関
す
る
新
出
史
料
を
見
出
し
た
報
告
で

あ
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
紹
介
し
た
史
料
は
、
そ
の
記
述
が
淡
々
と
し
て

い
る
だ
け
に
、
相
応
に
信
憑
性
が
あ
る
と
筆
者
は
見
て
い
る
。
中
身
は
、
つ
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ま
ら
ぬ
と
い
え
ば
つ
ま
ら
ぬ
話
に
相
違
な
い
。
真
如
が
水
中
り
で
亡
く
な
ろ

う
が
虎
に
喰
わ
れ
よ
う
が
、
平
安
時
代
の
歴
史
叙
述
に
は
何
の
影
響
も
な
い

の
だ
。
し
か
し
、
伝
す
な
わ
ち
歴
史
と
い
う
も
の
が
、
ど
の
よ
う
に
「
創
ら

れ
て
」
ゆ
く
か
、
そ
し
て
、
そ
れ
を
ど
の
よ
う
に
再
検
証
で
き
る
の
か
、
そ

こ
に
眼
を
向
け
て
ほ
し
い
、
そ
ん
な
気
持
ち
で
書
い
た
。
こ
こ
に
は
、
学
部

の
卒
業
論
文
に
求
め
た
い
要
素
を
ひ
と
通
り
盛
り
込
ん
だ
つ
も
り
で
あ
る
。

願
わ
く
は
、
卒
業
論
文
を
書
い
て
楽
し
か
っ
た
、
大
学
に
来
て
よ
か
っ
た
と
、

来
年
の
今
ご
ろ
諸
君
が
晴
れ
晴
れ
と
し
た
顔
つ
き
で
提
出
し
に
来
る
の
を

待
っ
て
い
る
。
ゆ
め
ゆ
め
「
ひ
げ
の
無
き
イ
エ
ス
」
に
な
ら
ぬ
こ
と
。
必
ず

や
諸
君
は
も
う
少
し
マ
ト
モ
な
も
の
を
書
い
て
く
れ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
期

待
を
胸
に
、
埒
も
な
き
筆
を
擱
く
。

注*1　

ち
な
み
に
、
平
城
の
第
一
皇
子
は
阿
保
親
王
。
や
は
り
薬
子
の
変
に
連
座
し
て
、

大
宰
権
帥
に
左
遷
さ
れ
た
。そ
の
王
子
、行
平
・
業
平
は
臣
籍
に
降
っ
て
在
原
姓
を
賜
っ

た
。
つ
ま
り
真
如
は
、
か
の
色
男
の
総
代
的
人
物
の
叔
父
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

*2　

親
王
な
の
で
「
位
」
で
は
な
く
「
品
」（
ホ
ン
）
だ
が
、
四
品
は
四
位
に
相
当
し
、
い

わ
ゆ
る
公
卿
で
は
な
い
（
公
卿
の
位
階
は
原
則
と
し
て
三
位
以
上
）。
仮
に
も
一
旦
は

皇
太
子
で
あ
っ
た
人
物
と
し
て
は
、
屈
辱
と
感
じ
て
当
然
で
あ
る
。
と
は
い
え
、
事

に
座
し
て
廃
さ
れ
た
以
上
、命
を
全
う
で
き
た
だ
け
で
も
可
と
す
べ
き
か
も
し
れ
な
い
。

*3　

そ
の
こ
ろ
の
密
教
の
中
心
寺
院
は
、
古
代
国
家
最
後
の
官
寺
と
も
い
う
べ
き
東
寺

と
、空
海
が
願
い
出
て
下
賜
さ
れ
た
高
野
山
と
（
い
ず
れ
も
造
営
途
上
）
で
あ
っ
た
が
、

一
方
で
空
海
は
、
東
大
寺
に
真
言
院
を
創
立
し
、
ま
た
東
大
寺
を
本
寺
と
す
べ
き
旨
、

そ
の
『
遺
告
』
に
明
言
し
て
お
り
、
浅
か
ら
ぬ
関
係
を
築
い
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
、

空
海
の
門
下
が
東
大
寺
に
お
い
て
検
校
の
任
に
就
く
こ
と
は
、
意
外
で
は
な
い
。
た

だ
し
、『
遺
告
』
全
編
を
空
海
の
作
と
す
る
こ
と
に
は
多
少
問
題
が
あ
る
。
な
お
真
如

は
、
法
隆
寺
の
再
興
に
与
っ
た
南
都
仏
教
界
の
道
詮
か
ら
、
三
論
宗
も
学
ん
で
い
る
。

*4　

日
本
は
、
近
代
以
降
に
は
造
船
大
国
な
ど
と
謳
わ
れ
た
時
期
も
あ
る
が
、
古
代
の

日
本
船
の
航
洋
性
は
ま
こ
と
に
心
許
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。
絵
巻
な
ど
絵
画
資
料
か

ら
復
元
さ
れ
た
遣
唐
使
船
を
見
る
に
、
船
体
を
前
後
に
貫
く
竜
骨
を
も
た
ず
、
い
く

つ
か
の
箱
を
接
ぎ
合
わ
せ
た
だ
け
の
も
の
な
の
で
、
波
が
荒
く
潮
流
も
あ
る
外
洋
に

出
る
と
、
前
後
が
泣
き
別
れ
と
な
っ
て
遭
難
す
る
こ
と
が
し
ば
し
ば
あ
っ
た
。
ほ
ぼ

平
底
ゆ
え
、
進
行
方
向
に
波
を
越
え
る
凌
波
性
も
、
左
右
の
傾
き
か
ら
の
復
元
性
も
、

と
も
に
無
き
に
等
し
い
。
喫
水
が
浅
く
、
内
水
面
に
は
適
し
て
い
る
か
ら
、
日
ご
と

夜
ご
と
に
船
繋
り
し
な
が
ら
沿
岸
を
航
行
す
る
分
に
は
、
さ
ほ
ど
の
危
険
も
な
か
っ

た
で
あ
ろ
う
が
、
東
シ
ナ
海
に
は
太
刀
打
ち
で
き
な
い
。
し
か
も
、
中
国
王
朝
の
正

月
儀
礼
に
合
わ
せ
て
日
程
を
組
む
た
め
、
い
わ
ゆ
る
台
風
シ
ー
ズ
ン
に
当
た
る
こ
と

が
多
い
。
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
遣
唐
使
が
四
隻
に
分
乗
し
た
の
は
、
そ
の

た
め
の
リ
ス
ク
・
マ
ネ
ー
ジ
メ
ン
ト
に
他
な
ら
な
い
。
一
方
、
帰
国
の
と
き
は
大
概
、

中
国
船
で
送
還
さ
れ
た
の
で
、
比
較
的
安
全
で
あ
っ
た
。

*5　

た
い
へ
ん
幻
想
的
な
作
品
で
、
解
説
の
高
橋
に
言
わ
せ
る
と
「
大
人
の
小
説
」
だ

か
ら
、「
四
十
に
な
り
、
五
十
に
な
っ
て
読
み
返
し
て
欲
し
い
」
と
の
こ
と
だ
が
、
残

念
な
が
ら
若
い
頃
に
は
読
ま
ぬ
ま
ま
還
暦
を
越
し
て
し
ま
っ
た
筆
者
は
、
感
じ
方
の

違
い
を
実
感
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
と
も
あ
れ
、
こ
の
作
品
で
は
、
親
王
は

自
ら
死
を
意
図
し
て
、
夜
間
単
身
、
虎
の
徘
徊
す
る
籔
に
入
っ
て
ゆ
き
、
翌
朝
探
索

に
向
か
っ
た
弟
子
た
ち
の
見
出
し
た
も
の
は
、「
た
だ
血
に
染
ん
だ
骨
い
く
つ
か
、
し

ら
じ
ら
と
朝
の
光
に
照
っ
て
い
る
の
み
だ
っ
た
」
と
い
う
。
そ
こ
は
か
と
な
く
虎
に

害
さ
れ
た
こ
と
が
伝
わ
っ
て
く
る
も
の
の
、
理
屈
を
い
え
ば
確
証
は
な
い
。
む
し
ろ
、

虎
害
が
史
実
と
し
て
読
者
に
了
解
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
前
提
と
し
た
描
き
ぶ
り
と
い

え
る
。

　
　

な
お
、
近
藤
よ
う
こ
に
よ
り
、
こ
の
作
品
を
下
敷
き
に
し
た
コ
ミ
ッ
ク
ス
が
制
作

さ
れ
、
つ
い
最
近
、
単
行
本
化
さ
れ
た
（
ビ
ー
ム
コ
ミ
ッ
ク
ス
。
Ｋ
Ａ
Ｄ
Ｏ
Ｋ
Ａ
Ｗ
Ａ
、

二
〇
二
〇
年
）。
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*6　

ご
存
知
の
向
き
も
多
い
と
思
う
が
、
念
の
た
め
。
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
が
ほ
ぼ
赤
道
直

下
に
位
置
し
、錫
の
産
地
と
し
て
知
ら
れ
る
ク
ラ
地
峡
が
北
緯
十
度
附
近
に
あ
る
。『
広

辞
苑
』
の
新
村
出
が
マ
ラ
ッ
カ
海
峡
を
通
過
し
な
が
ら
書
い
た
、
誰
人
か
の
著
書
に

贈
る
序
文
に
、
海
の
こ
と
を
マ
レ
ー
語
で
ラ
ウ
ッ
ト
（laut

）
と
い
う
こ
と
か
ら
、
真

如
親
王
終
焉
の
地
、
羅
越
国
は
正
に
こ
の
辺
り
だ
と
感
慨
を
抱
い
た
、
と
い
う
内
容

が
あ
っ
た
こ
と
を
記
憶
す
る
。
遺
憾
な
が
ら
、
件
の
書
物
を
今
ど
う
し
て
も
思
い
出

せ
な
い
。

*7　
『
閑
居
友
』
は
新
日
本
古
典
文
学
大
系
（
岩
波
書
店
）
所
収
の
本
文
に
拠
る
。
第

四
十
巻
、
三
五
九
～
三
六
三
頁
。
こ
の
段
に
つ
い
て
は
、
諸
本
間
に
大
き
な
異
同
は

な
い
。
同
書
の
特
徴
と
し
て
、
一
般
的
で
な
い
仮
名
遣
い
が
し
ば
し
ば
見
ら
れ
る
が
、

こ
こ
で
は
そ
れ
を
改
め
た
う
え
で
示
し
た
。
た
と
え
ば
、「
つ
ひ
に
」
は
原
文
「
つ
い

に
」
に
作
る
。

*8　

仏
教
と
虎
と
の
関
係
と
し
て
代
表
的
な
も
の
が
「
捨
身
飼
虎
」
譚
で
あ
る
。
釈
迦

が
前
世
に
お
い
て
菩
薩（
修
行
者
）で
あ
っ
た
と
き
の
善
行
を
集
め
た「
ジ
ャ
ー
タ
カ
」

に
あ
る
話
で
、
飢
え
に
逼
ら
れ
て
我
が
子
を
喰
お
う
と
し
て
い
る
虎
を
見
て
、
身
を

投
げ
出
し
て
親
子
虎
の
命
を
救
う
。
つ
ま
り
、
虎
に
喰
わ
れ
る
こ
と
が
、
後
に
如
来

と
な
る
（
解
脱
す
る
）
た
め
の
善
根
功
徳
と
な
っ
て
い
る
。
法
隆
寺
の
玉
虫
厨
子
に

描
か
れ
て
お
り
、
日
本
で
も
古
来
よ
く
知
ら
れ
て
い
た
。

*9　

本
資
料
の
報
告
は
、
拙
稿
「
東
寺
観
智
院
金
剛
蔵
『
本
朝
真
言
附
法
血
脈
圖
（
特

４
箱
11
号
）
の
調
査
報
告
と
翻
刻
』（『
成
田
山
仏
教
研
究
所
紀
要
』
第
四
十
三
号

（
二
〇
二
〇
年
））
に
発
表
し
た
。

*10　

こ
の
こ
と
は
、
史
料
（
資
料
）
批
判
の
基
本
と
し
て
、
あ
ら
ゆ
る
資
料
に
お
い
て

求
め
ら
れ
る
こ
と
だ
か
ら
、
別
段
、
血
脈
の
特
性
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。

　
　

な
お
、
こ
の
「
注
文
」
は
注
記
の
文
の
意
だ
が
、
こ
の
意
味
に
用
い
る
場
合
、
語

頭
の
「
チ
ュ
」
に
ア
ク
セ
ン
ト
を
つ
け
て
発
音
す
る
（
古
典
中
国
語
の
四
声
の
う
ち
、

去
声
）。

*11　

こ
の
こ
と
も
ま
た
、
あ
ら
ゆ
る
資
料
に
お
い
て
考
慮
せ
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
で
あ

る
。
ち
な
み
に
書
誌
学
で
は
、写
本
と
い
う
語
は
も
っ
ぱ
ら
手
書
き
の
本
の
意
に
用
い
、

印
刷
さ
れ
た
刊
本
（
版
本
）
と
対
に
な
る
。
こ
の
た
め
、原
著
者
直
筆
の
も
の
も
「
写

本
」と
い
う
。
世
間
一
般
で
は
又
写
し
の
も
の
を
写
本
と
呼
ん
で
原
本
と
区
別
す
る
が
、

書
誌
学
で
は
そ
う
で
は
な
い
。
あ
る
本
か
ら
又
写
し
し
た
本
は
転
写
本
（
漢
籍
で
は

重
鈔
本
）
と
呼
ぶ
。

*12　

密
教
は
そ
の
始
ま
り
を
大
日
如
来
と
し
、
金
剛
薩
埵
、
龍
猛
、
龍
智
、
金
剛
智
、

不
空
、
恵
果
、
空
海
と
付
法
相
承
さ
れ
た
と
す
る
の
で
、
日
本
の
空
海
が
第
八
祖
と

な
る
。
こ
れ
が
付
法
八
祖
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
、
そ
れ
と
は
別
に
伝
持
八
祖
と
い
う

数
え
方
も
あ
る
。
こ
ち
ら
は
龍
猛
に
始
ま
り
、
龍
智
、
金
剛
智
、
不
空
、
善
無
畏
、

一
行
、
恵
果
、
空
海
を
い
う
。
大
日
如
来
と
金
剛
薩
埵
は
い
わ
ゆ
る
ホ
ト
ケ
さ
ま
、

龍
猛
以
下
が
ヒ
ト
で
あ
る
。
多
く
の
血
脈
は
空
海
か
ら
、
も
し
く
は
流
派
の
祖
か
ら

記
載
を
始
め
る
。

　
　

日
本
の
真
言
宗
は
、平
安
時
代
に
小
野
と
広
沢
と
の
二
流
に
分
か
れ
た
。
密
教
で
は
、

師
か
ら
弟
子
へ
と
伝
法
す
る
際
に
、
複
数
の
弟
子
に
対
し
て
全
く
同
じ
に
伝
授
さ
れ

る
と
は
限
ら
な
い
の
で
、
分
派
が
起
こ
り
や
す
い
。
野
沢
（
ヤ
タ
ク
）
二
流
は
後
に
そ
れ

ぞ
れ
さ
ら
に
分
か
れ
、
主
な
流
派
だ
け
で
も
野
沢
十
二
流
と
か
三
十
六
流
な
ど
と
い

わ
れ
る
。

*13　

南
北
朝
か
ら
室
町
前
期
に
か
け
て
の
観
智
院
は
、
同
院
開
基
の
杲
宝
（
ゴ
ウ
ホ
ウ
）
を

中
心
と
し
て
、
東
寺
に
お
け
る
学
術
セ
ン
タ
ー
な
い
し
は
東
寺
史
編
纂
所
の
ご
と
き

様
相
を
呈
し
て
い
た
。
杲
宝
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
と
通
称
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
彼
ら
一
団
は
、

そ
の
材
料
と
し
て
実
に
精
力
的
に
諸
寺
諸
家
に
蔵
す
る
資
料
を
閲
覧
、
転
写
し
て
い

る
が
、奥
書
（
お
く
が
き
）
な
ど
か
ら
知
ら
れ
る
そ
の
筆
写
速
度
は
驚
嘆
に
価
す
る
も
の
で
、

ま
さ
に「
夜
の
目
も
寝
ず
に
」の
観
が
あ
る
。
そ
の
成
果
の
一
つ
が
大
部
の『
東
宝
記
』

十
二
巻
一
冊
（
国
宝
）
だ
と
い
え
る
し
、
か
く
し
て
蒐
集
さ
れ
た
資
料
の
生
き
残
り

こ
そ
、
今
な
お
数
万
点
を
数
え
る
観
智
院
聖
教
類
な
の
で
あ
る
。

*14　

横
に
並
ぶ
弟
子
た
ち
は
、
通
常
、
右
す
な
わ
ち
師
に
近
い
ほ
う
か
ら
、
受
法
し
た

年
月
日
の
早
い
順
と
な
っ
て
い
る
。

*15　
「
第
三
宮
云
々
」
は
、「
御
子
」
の
右
傍
に
注
記
。「
貞
観
三
年
」
の
「
三
」
は
、
左

傍
に
抹
消
符
号
を
施
し
、
右
傍
に
「
四
イ
」
と
異
本
注
記
。「
流
沙
之
邊
」
は
、「
到
」
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「
羅
」
の
字
間
に
挿
入
符
を
置
き
、
右
傍
に
注
記
。
賢
大
法
師
位
は
、
僧
の
位
階
の

一
つ
。
真
如
が
在
唐
中
に
遍
明
と
改
名
し
た
件
は
、
文
献
①
に
詳
し
く
考
察
さ
れ
て

い
る
。

*16　

以
上
の
記
述
は
、い
さ
さ
か
安
直
だ
が
、電
子
辞
書
に
収
め
ら
れ
た『
ホ
ー
ム
メ
デ
ィ

カ　

新
版　

家
庭
医
学
大
事
典
』（
小
学
館
、
二
〇
一
一
年
）
や
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上

のW
ikipedia 

に
拠
る
。

*17　

こ
う
簡
単
に
片
付
け
て
し
ま
っ
て
は
身
も
蓋
も
な
い
が
、
資
料
を
博
捜
し
た
う
え

で
熟
考
さ
れ
た
杉
本
・
文
献
①
、
佐
伯
・
文
献
③
の
両
氏
が
、
真
の
死
因
に
つ
い
て

全
く
言
及
し
て
い
な
い
と
い
う
事
実
こ
そ
、
虎
害
以
外
の
死
因
を
記
す
資
料
が
見
当

た
ら
な
い
こ
と
を
証
し
て
い
る
、
と
も
い
え
る
。

*18　

虎
害
伝
説
の
初
出
と
そ
の
後
の
流
通
に
つ
い
て
文
献
③
に
し
た
が
う
と
、
賢
宝
は

す
で
に
十
分
知
っ
て
い
た
可
能
性
が
高
い
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
こ
で
虎
害
に
触

れ
て
い
な
い
こ
と
に
注
意
す
る
。
賢
宝
は
真
如
の
虎
害
説
を
疑
問
視
し
、
死
亡
事
情

に
関
す
る
情
報
を
探
求
し
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
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Notes on the Death of Priest Shinnyo (Prince Takaoka)

A Tiger Killed the Dethroned Crown Prince ?

YUASA, Yoshimi
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