
私
が
、
本
書
の
著
者
の
お
名
前
を
深
く
記
憶
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
は
、

『
続
日
本
紀
研
究
』
二
三
七
号
（
一
九
八
五
年
）
に
掲
載
さ
れ
た
「
『
続
日

本
紀
』
神
護
景
雲
三
年
十
月
乙
未
朔
条
の
宣
命
に
お
け
る
『
金
光
明
最
勝

王
経
』
の
引
用
」
の
論
者
と
し
て
で
あ
っ
た
。
氏
は
こ
の
時
、
当
該
引
用

箇
所
（
「
王
法
正
論
品
」
）
に
対
す
る
本
居
宣
長
の
解
釈
を
し
り
ぞ
け
、
天

平
宝
字
六
年
書
写
の
い
わ
ゆ
る
西
大
寺
本
『
金
光
明
最
勝
王
経
』
と
、
八
・

九
世
紀
代
の
各
種
の
注
釈
害
と
に
忠
実
に
、
そ
の
意
味
し
、
企
図
す
る
と

こ
ろ
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
。
そ
の
結
果
、
過
去
世
の
積
善
に
よ
っ
て
得
た

八
重
樫
直
比
古
著

『
古
代
の
仏
教
と
天
皇
』

（
翰
林
書
房
・
一
九
九
四
年
）

は
じ
め
に

新
川
登
亀
男

王
位
（
天
皇
位
）
が
揺
ぎ
な
い
こ
と
、
諸
天
が
そ
の
国
王
（
天
皇
を
つ

ね
に
加
護
・
教
化
す
る
こ
と
、
悪
相
・
悪
業
で
さ
え
そ
の
加
護
の
一
環
で

あ
る
こ
と
な
ど
を
論
証
し
て
み
せ
た
の
で
あ
る
。

こ
れ
を
拝
読
し
た
当
時
の
私
は
、
少
な
か
ら
ず
興
奮
し
た
こ
と
を
今
で

も
よ
く
覚
え
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
、
第
一
に
、
こ
れ
ま
で
の
仏
教
研
究
に

お
け
る
テ
キ
ス
ト
の
扱
い
か
た
が
、
生
の
思
想
や
社
会
や
歴
史
と
ど
の
よ

う
に
か
か
わ
り
合
い
な
が
ら
実
践
さ
れ
て
い
る
の
か
極
め
て
不
透
明
な
現

状
の
中
に
あ
っ
て
、
そ
の
ひ
と
つ
の
乗
り
こ
え
か
た
を
示
し
て
く
れ
た
よ

う
に
思
わ
れ
た
。
第
二
に
、
こ
れ
ま
で
の
仏
教
史
学
も
歴
史
学
も
、
古
代

天
皇
制
の
問
題
を
忘
れ
た
こ
と
は
な
か
っ
た
が
、
つ
ま
る
と
こ
ろ
平
板
な

政
治
（
仏
教
）
史
や
一
元
的
な
構
造
・
発
展
史
の
デ
ィ
ス
ク
ー
ル
に
行
き

つ
く
虚
し
さ
の
中
に
あ
っ
て
、
ひ
と
つ
の
〃
し
く
み
〃
に
立
ち
入
り
、
導

い
て
く
れ
そ
う
な
予
感
を
抱
か
せ
て
く
れ
た
。
第
三
に
、
「
国
家
仏
教
」

と
か
「
鎮
護
国
家
」
な
ど
と
い
う
お
題
目
の
〃
た
れ
流
し
“
現
象
下
で
、

日
本
古
代
の
仏
教
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
か
を
き
び
し
く
問
い

た
だ
す
こ
と
に
怠
慢
で
あ
り
つ
づ
け
た
中
に
あ
っ
て
、
そ
の
活
性
化
を
促

I63 書評



す
よ
う
に
思
え
た
の
で
あ
る
。

そ
し
て
実
は
、
直
感
的
に
、
か
つ
具
体
的
に
、
ふ
た
つ
の
こ
と
を
私
に

想
起
さ
せ
た
。
ひ
と
つ
は
、
仏
教
の
認
識
を
大
い
に
動
員
し
て
生
み
出
そ

う
と
し
た
日
本
古
代
の
天
皇
制
が
い
か
に
大
仕
掛
け
な
も
の
で
あ
る
の
か
、

し
か
し
い
か
に
自
己
閉
塞
的
に
完
結
さ
せ
ら
れ
よ
う
と
し
て
い
る
も
の
な

の
か
と
い
う
、
何
と
も
名
状
し
が
た
い
、
長
い
ま
っ
暗
な
ト
ン
ネ
ル
の
中

に
お
し
こ
め
ら
れ
た
よ
う
な
、
救
わ
れ
が
た
い
胸
苦
し
さ
を
覚
え
た
。
い

ま
ひ
と
つ
は
、
『
日
本
霊
異
記
』
が
重
ね
絵
の
よ
う
に
思
え
て
き
た
。
こ

の
『
日
本
霊
異
記
』
は
、
主
と
し
て
中
巻
に
お
い
て
聖
武
天
皇
を
た
た
え

て
い
る
が
、
そ
の
た
た
え
る
根
拠
と
し
て
、
序
文
は
「
唯
以
、
是
天
皇
代
、

所
録
善
悪
表
多
数
者
、
由
聖
皇
徳
顕
事
最
多
」
と
集
約
す
る
。
す
な
わ
ち
、

聖
武
天
皇
の
徳
ゆ
え
に
、
多
く
の
善
悪
の
表
・
事
が
出
現
し
、
か
つ
記
録

さ
れ
る
こ
と
に
な
る
と
い
う
の
で
あ
る
が
、
善
の
場
合
は
と
も
か
く
も
、

悪
の
表
・
事
も
そ
の
徳
に
由
来
す
る
な
ど
と
は
、
何
と
も
不
可
解
な
〃
し

く
み
〃
と
し
か
言
い
よ
う
が
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
ま
る
ご
と
の
〃
し
く

み
〃
を
正
し
く
理
解
し
て
こ
そ
、
は
じ
め
て
『
日
本
霊
異
記
』
を
論
じ
る

資
格
と
有
効
性
が
得
ら
れ
る
の
だ
と
い
う
こ
と
を
、
は
じ
め
て
気
付
か
せ

て
く
れ
た
の
で
あ
る
。

氏
は
、
さ
き
の
『
続
日
本
紀
研
究
』
誌
上
に
お
い
て
、
と
く
に
『
日
本

霊
異
記
』
に
言
及
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
そ
の
後
、
氏
は
み
ず
か
ら

の
論
文
を
「
思
想
史
的
考
察
の
た
め
の
準
備
作
業
」
と
評
さ
れ
た
が
（
「
宣

命
と
仏
教
ｌ
『
続
日
本
紀
』
神
護
景
雲
三
年
十
月
乙
未
朔
条
の
一
考
察
Ｉ
」
『
日

本
思
想
史
学
』
二
○
、
一
九
八
八
年
）
、
『
金
光
明
最
勝
王
経
』
王
法
正
論
品

本
書
は
、
二
部
か
ら
成
り
立
っ
て
い
る
。
こ
れ
か
ら
読
ま
れ
る
で
あ
ろ

う
、
あ
る
い
は
読
ん
で
い
た
だ
き
た
い
人
々
の
た
め
に
、
そ
の
構
成
と
目

次
を
そ
の
ま
ま
示
し
て
お
こ
う
。

Ｉ
聖
霊
・
因
果
の
理
法
・
天
皇

一
『
日
本
霊
異
記
』
に
お
け
る
「
聖
霊
」

二
『
日
本
霊
異
記
』
に
お
け
る
因
果
の
理
法

三
『
日
本
霊
異
記
』
に
お
け
る
因
果
と
表
相

四
『
日
本
霊
異
記
』
に
お
け
る
聖
武
天
皇

と
そ
の
受
容
の
論
理
お
よ
び
〃
し
く
み
〃
の
実
証
的
な
解
析
は
、
日
本
古

代
の
仏
教
論
、
よ
り
具
体
的
に
言
え
ば
『
日
本
霊
異
記
』
論
の
準
備
作
業

で
あ
っ
た
に
ち
が
い
な
い
。
事
実
、
本
書
『
古
代
の
仏
教
と
天
皇
』
は
そ

の
延
長
線
上
に
あ
っ
て
、
「
日
本
霊
異
記
論
」
と
い
う
副
題
を
も
つ
の
で

あ
る
。か

つ
て
私
が
、
氏
の
『
続
日
本
紀
研
究
』
誌
上
の
論
文
を
『
日
本
霊
異

記
』
と
重
ね
合
わ
せ
て
読
ん
だ
の
は
、
私
の
ま
っ
た
く
の
思
い
こ
み
で
は

な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
た
び
の
本
書
末
尾
の
「
初
出
一
覧
」
に
よ

る
と
、
す
で
に
早
く
か
ら
氏
は
『
日
本
霊
異
記
』
に
つ
よ
い
関
心
を
抱
い

て
お
ら
れ
た
。
従
っ
て
、
私
の
さ
き
の
よ
う
な
読
み
か
た
は
、
当
然
な
が

ら
氏
の
誘
導
す
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
今
、
氏
の
「
日
本
霊
異

記
論
」
を
評
す
る
結
果
に
な
ろ
う
と
は
、
文
字
ど
お
り
「
因
果
の
理
法
」

と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。

第
一
部
を
読
む
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五
『
冥
報
記
』
と
『
日
本
霊
異
記
』

Ⅱ
説
話
各
論

一
推
古
天
皇
・
聖
徳
太
子
と
大
部
屋
栖
野
古
Ｉ
上
巻
第
五
話

二
大
神
高
市
万
侶
と
「
諸
天
」
Ｉ
上
巻
第
二
話

三
高
橋
東
人
と
そ
の
母
ｌ
中
巻
第
一
五
話

四
魚
を
食
う
僧
と
「
天
」
ｌ
下
巻
第
六
話

五
美
作
の
国
司
と
「
知
識
」
の
結
成
ｌ
下
巻
第
一
三
話

六
皇
子
に
生
ま
れ
変
わ
っ
た
禅
師
ｌ
下
巻
第
三
九
話
そ
の
一

七
皇
子
に
生
ま
れ
変
わ
っ
た
禅
師
ｌ
下
巻
第
三
九
話
そ
の
二

さ
て
、
本
書
の
第
一
部
は
、
『
日
本
霊
異
記
』
の
編
者
で
あ
る
景
戒
の
「
考

え
方
」
「
思
考
」
の
枢
要
な
と
こ
ろ
を
、
あ
る
い
は
そ
の
『
日
本
霊
異
記
』

を
読
み
解
く
著
者
の
「
考
え
方
」
「
思
考
」
の
枢
要
な
と
こ
ろ
を
抽
出
し
て
、

全
体
に
わ
た
り
な
が
ら
論
じ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
第
一
部
に
お
い
て
、

『
日
本
霊
異
記
』
に
か
か
わ
る
著
者
の
視
点
に
は
、
い
く
つ
か
の
柱
が
あ

る
こ
と
が
読
み
と
れ
る
。

ま
ず
、
私
の
『
日
本
霊
異
記
』
へ
の
読
み
か
た
を
誘
導
し
て
く
れ
た
著

者
の
視
点
は
、
「
四
『
日
本
霊
異
記
』
に
お
け
る
聖
武
天
皇
」
の
中
に

ひ
と
つ
の
集
約
を
み
る
。
こ
こ
で
著
者
は
、
上
巻
第
三
二
話
に
み
え
る
聖

武
天
皇
の
狩
猟
と
大
赦
證
、
お
よ
び
下
巻
第
三
九
話
に
み
え
る
聖
君
問
答

護
を
足
掛
り
に
し
て
、
殺
生
・
肉
食
す
る
天
皇
を
も
そ
の
ま
ま
に
容
認
す

る
仏
教
の
「
考
え
方
」
を
解
き
明
か
そ
う
と
す
る
。
そ
し
て
、
「
食
国
内
物
、

皆
国
皇
之
物
、
指
針
許
末
、
私
物
都
無
也
、
国
皇
随
自
在
之
儀
也
」
と
い

う
言
説
に
止
目
し
て
、
「
因
果
の
応
報
を
超
越
し
た
存
在
と
定
位
さ
れ
た
」

天
皇
の
あ
り
か
た
を
析
出
し
て
い
く
。
ま
た
、
こ
の
よ
う
な
「
因
果
の
応

報
の
網
の
目
の
中
」
に
拘
泥
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
天
皇
で
あ
る
か
ら
、
そ

の
天
皇
の
代
に
は
「
善
悪
之
報
、
現
而
示
吉
凶
」
（
中
巻
序
文
）
と
い
わ

れ
る
の
で
あ
り
、
そ
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
「
そ
の
代
に
は
こ
の
世
か
ら

悪
報
が
消
滅
し
た
と
言
う
の
で
は
な
い
。
聖
武
天
皇
の
登
場
に
よ
っ
て
、

善
と
悪
と
の
両
方
の
因
果
の
応
報
が
曇
り
な
く
明
瞭
に
現
れ
た
と
言
う
の

で
あ
ろ
う
」
と
し
て
い
る
。

し
か
し
、
こ
の
い
わ
ば
天
皇
論
は
、
「
因
果
の
理
法
」
に
注
目
す
る
著

者
の
「
考
え
方
」
の
一
環
と
し
て
打
ち
出
さ
れ
た
も
の
で
も
あ
っ
た
。
そ

の
「
因
果
の
理
法
」
に
つ
い
て
は
、
「
二
『
日
本
霊
異
記
』
に
お
け
る

因
果
の
理
法
」
で
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。
ま
ず
著
者
は
、
「
因
果
の
理
法
」

を
単
な
る
道
徳
上
の
因
果
律
に
と
ど
ま
ら
ず
、
現
実
の
世
界
に
起
こ
る
諸

事
象
分
析
の
た
め
の
「
一
種
の
『
科
学
』
」
で
あ
っ
た
と
意
義
付
け
る
。

つ
い
で
、
「
因
果
の
関
係
で
結
合
さ
れ
た
無
限
の
怨
恨
の
連
鎖
（
悪
因
悪

果
の
連
鎖
）
」
を
措
定
し
て
、
そ
の
連
鎖
を
断
ち
切
る
こ
と
を
説
い
た
下

巻
第
四
話
、
当
時
の
医
術
の
一
端
を
な
し
て
い
た
因
果
律
の
存
在
を
説
く

下
巻
第
三
四
話
、
政
治
上
の
事
件
を
因
果
の
理
法
で
説
き
、
か
つ
批
判
す

る
中
巻
第
四
○
話
、
「
因
果
の
理
法
の
網
の
目
」
を
逸
れ
な
い
、
権
威
失

墜
し
救
済
を
求
め
る
神
の
存
在
を
示
し
た
中
巻
第
三
三
話
、
そ
し
て
「
不

可
視
的
な
因
果
の
網
の
目
を
見
抜
い
て
そ
れ
を
自
在
に
断
ち
切
り
、
ま
た

予
言
を
な
す
超
人
的
能
力
」
者
と
み
ら
れ
た
行
基
の
各
種
護
を
そ
れ
ぞ
れ

取
り
あ
げ
て
い
く
の
で
あ
る
。
著
者
の
天
皇
論
に
投
影
さ
れ
た
景
戒
の
そ

れ
は
、
こ
の
「
因
果
の
理
法
」
を
超
え
た
と
こ
ろ
に
あ
る
と
著
者
は
み
て
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い
る
の
で
あ
り
、
天
皇
論
と
「
因
果
の
理
法
」
と
は
、
本
書
に
お
い
て
も

表
裏
の
関
係
に
あ
っ
て
、
不
可
欠
の
双
輪
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。

た
だ
、
「
三
『
日
本
霊
異
記
』
に
お
け
る
因
果
と
表
相
」
は
、
「
因
果

の
理
法
」
と
天
皇
論
の
は
ざ
ま
に
あ
っ
て
、
下
巻
第
三
八
話
な
ど
を
論
じ

よ
う
と
し
て
い
る
が
、
短
編
の
ゆ
え
で
も
あ
ろ
う
か
、
理
解
し
に
く
い
も

の
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
に
比
し
て
、
冒
頭
の
「
一
『
日
本
霊
異
記
』

に
お
け
る
『
聖
霊
』
」
は
、
「
初
出
一
覧
」
に
よ
る
と
、
も
っ
と
も
早
く
書

か
れ
た
も
の
の
よ
う
で
あ
り
、
著
者
の
初
期
に
お
け
る
『
日
本
霊
異
記
』

へ
の
関
心
が
ど
こ
に
あ
っ
た
の
か
を
知
る
貴
重
な
一
編
で
は
あ
る
が
、
本

書
の
中
か
ら
そ
の
後
の
展
開
は
た
ど
れ
ず
、
い
さ
さ
か
孤
立
し
た
感
も
な

き
と
し
な
い
。
こ
こ
で
著
者
は
、
「
法
身
」
「
聖
霊
」
「
理
法
身
仏
」
「
理
智

法
身
」
「
三
宝
」
「
聖
心
」
な
ど
の
語
を
含
む
七
話
の
仏
像
遭
難
説
話
を
取

よ
し
ろ
を

り
上
げ
て
、
「
仏
像
は
『
聖
霊
』
の
『
依
り
代
』
」
「
招
ぎ
代
」
で
あ
る
と
し
、

そ
の
一
時
的
な
宿
り
が
「
霊
異
」
を
惹
起
さ
せ
る
と
み
る
。
一
方
、
そ
の

「
聖
霊
」
を
「
凡
霊
」
と
対
比
さ
せ
な
が
ら
、
両
者
の
「
同
一
化
の
可
能
性
」

が
示
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
を
、
霊
魂
と
成
仏
、
超
越
者
と
非
超
越
者
、
彼

岸
と
此
岸
の
諸
関
係
な
ど
の
局
面
か
ら
多
岐
に
わ
た
っ
て
指
摘
す
る
。
あ

る
意
味
で
は
極
め
て
意
欲
的
な
一
編
で
あ
る
が
、
キ
ー
ワ
ー
ド
の
取
り
扱

い
に
い
さ
さ
か
暖
昧
な
と
こ
ろ
が
あ
り
、
「
太
子
的
仏
教
」
と
い
う
の
も

さ
し
て
根
拠
の
な
い
机
上
論
で
あ
り
、
充
分
な
成
功
を
お
さ
め
た
論
文
と

は
言
い
が
た
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

さ
て
、
第
一
部
の
最
後
を
か
ざ
る
「
五
『
冥
報
記
』
と
『
日
本
霊
異

記
』
」
は
、
天
皇
論
と
「
因
果
の
理
法
」
を
日
唐
の
も
と
で
比
較
し
て
み

せ
た
興
味
深
い
一
編
で
あ
る
。
ま
ず
、
唐
の
唐
臨
撰
『
冥
報
記
』
と
『
日

本
霊
異
記
』
に
は
、
共
通
し
て
二
つ
の
因
果
応
報
説
が
み
ら
れ
る
と
い
う
。

ひ
と
つ
は
、
転
生
を
つ
づ
け
る
主
体
（
個
人
）
に
収
數
さ
れ
る
仏
教
の
場

合
で
あ
り
、
い
ま
ひ
と
つ
は
、
親
↓
子
↓
孫
の
血
の
系
譜
の
上
に
み
よ
う

と
す
る
儒
教
の
場
合
で
あ
っ
て
、
こ
の
異
質
な
両
者
は
暖
昧
な
ま
ま
に
共

存
し
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
『
日
本
霊
異
記
』
の
例
と
し
て
は
、
上

巻
第
二
話
と
第
二
一
話
が
素
材
に
の
ぼ
っ
て
お
り
、
「
親
子
の
関
係
を

断
ち
切
る
こ
と
な
く
衆
生
は
転
生
を
繰
り
返
す
」
と
こ
ろ
の
「
儒
仏
習
合
」

を
読
み
取
ろ
う
と
し
て
い
る
。

つ
い
で
、
『
冥
報
記
』
は
「
但
事
渉
王
道
、
理
関
天
命
、
常
談
之
際
、

非
所
宜
言
」
と
述
べ
て
お
り
、
王
道
や
天
命
に
か
か
わ
る
こ
と
、
あ
る
い

は
唐
王
室
の
構
成
員
を
中
心
公
と
す
る
説
話
は
、
た
し
か
に
ど
こ
に
も
み

ら
れ
な
い
と
指
摘
す
る
。
し
か
し
、
こ
の
「
自
己
規
制
」
は
、
そ
の
代
償

と
し
て
「
賞
罰
の
機
構
の
み
を
肥
大
化
さ
せ
た
一
大
官
僚
国
家
」
た
る

「
『
鬼
』
の
世
界
」
を
描
出
さ
せ
、
人
間
世
界
の
官
僚
・
王
室
批
判
が
鬼
世

界
の
そ
れ
へ
と
転
化
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
憶
測
す
る
。
こ
れ
に
比
し

て
、
『
日
本
霊
異
記
』
で
は
、
『
冥
報
記
』
と
ま
っ
た
く
対
照
的
に
、
天
皇
・

皇
室
そ
し
て
官
僚
ら
の
説
話
を
多
く
載
せ
、
逆
に
、
死
者
の
世
界
の
描
出

が
き
わ
め
て
乏
し
い
と
み
る
。
こ
の
点
は
、
天
皇
と
の
か
か
わ
り
に
お
い

て
自
己
の
位
置
を
定
め
よ
う
と
し
た
景
戒
の
つ
よ
い
政
治
性
（
天
皇
論
と

「
因
果
の
理
法
」
）
に
も
と
づ
く
も
の
と
総
括
し
て
い
る
。
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本
書
の
第
二
部
は
、
説
話
の
各
論
と
い
う
体
裁
を
と
っ
て
い
る
が
、
い

ず
れ
も
第
一
部
と
補
完
関
係
に
あ
る
も
の
で
あ
る
。

ま
ず
、
上
巻
第
五
話
を
取
り
上
げ
た
「
一
推
古
天
皇
・
聖
徳
太
子
と

お
お
と
も
の
や
す
の
二

大
部
屋
栖
野
古
」
は
、
屋
栖
野
古
の
崇
仏
と
、
彼
の
推
古
天
皇
や
聖
徳
太

子
に
対
す
る
忠
誠
と
が
一
体
の
関
係
に
あ
っ
て
、
屋
栖
野
古
の
活
躍
と
果

報
と
が
、
推
古
天
皇
と
聖
徳
太
子
の
い
わ
ば
「
手
の
平
の
上
」
で
実
践
・

実
現
し
た
に
す
ぎ
な
い
と
の
読
み
取
り
を
披
露
す
る
。
そ
し
て
、
こ
こ
に

読
み
取
れ
る
「
一
つ
の
枠
組
」
は
、
「
皇
室
」
と
の
か
か
わ
り
に
お
い
て

語
ら
れ
る
因
果
の
応
報
と
い
う
も
の
で
あ
り
、
「
『
日
本
霊
異
記
』
に
お
け

る
仏
教
の
特
質
」
を
そ
こ
に
垣
間
見
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、

あ
る
い
は
こ
こ
で
、
狭
義
の
因
果
応
報
の
「
考
え
方
」
を
超
え
る
天
皇
（
太

子
）
の
存
在
と
、
そ
の
も
と
に
あ
っ
て
は
じ
め
て
因
果
応
報
が
露
見
し
う

る
と
い
う
〃
し
く
み
“
の
措
定
を
、
第
一
部
と
の
か
か
わ
り
に
お
い
て
も

っ
と
積
極
的
に
論
じ
る
余
地
が
あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

つ
い
で
、
上
巻
第
二
五
話
を
題
材
と
し
た
「
二
大
神
高
市
万
侶
と
『
諸

天
』
」
、
お
よ
び
中
巻
第
一
五
話
を
取
り
上
げ
た
「
三
高
橋
東
人
と
そ
の

母
」
は
、
と
も
に
「
儒
仏
習
合
」
の
あ
り
か
た
を
論
じ
た
も
の
で
あ
る
。

前
者
は
短
編
で
あ
り
、
忠
臣
に
し
て
良
吏
で
あ
る
と
さ
れ
る
高
市
万
侶
の

描
出
は
『
金
光
明
最
勝
王
経
』
の
所
説
に
も
か
な
っ
た
も
の
で
あ
っ
て
、

こ
こ
に
も
「
一
種
の
儒
仏
の
習
合
」
が
み
ら
れ
る
と
す
る
。
一
方
、
後
者

で
は
、
『
日
本
霊
異
記
』
当
該
説
話
の
そ
の
後
に
お
け
る
系
譜
を
踏
ま
え

第
二
部
を
読
む

な
が
ら
、
「
前
生
の
記
憶
を
喪
失
し
な
い
転
生
と
い
う
考
え
方
」
「
転
生
が

前
生
に
お
け
る
親
子
関
係
を
断
ち
切
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う
考
え
方
」

の
根
強
さ
を
強
調
す
る
。
そ
し
て
、
「
六
道
四
生
、
我
所
生
家
」
（
上
巻
第

二
一
話
）
と
い
う
言
説
に
あ
ら
た
め
て
注
意
を
は
ら
い
、
「
孝
の
実
践
さ

れ
る
場
と
し
て
の
家
が
、
六
道
の
全
体
へ
と
一
挙
に
拡
大
さ
れ
」
「
六
道

と
い
う
仏
教
が
設
定
し
た
空
間
は
、
孝
と
い
う
儒
教
的
な
道
徳
に
よ
っ
て

も
満
た
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
」
と
い
う
。
さ
ら
に
、
報
恩
や
追
善
の
儀
礼

を
支
え
た
仏
教
も
、
こ
の
よ
う
な
「
血
族
の
紐
帯
を
断
ち
切
っ
て
い
な
い

個
人
お
よ
び
そ
の
血
族
の
救
済
」
と
い
う
「
考
え
方
」
に
由
来
し
た
も
の

で
あ
り
、
先
例
は
す
で
に
中
国
に
認
め
ら
れ
る
と
言
及
し
て
い
る
。

下
巻
第
六
話
を
め
ぐ
る
「
四
魚
を
食
う
僧
と
『
天
』
」
は
、
病
僧
が

養
生
の
た
め
に
魚
を
求
め
、
周
囲
の
人
々
の
追
求
の
中
で
、
そ
の
魚
が
天

の
守
護
を
も
っ
て
経
に
姿
を
変
え
た
と
い
う
奇
證
の
、
と
く
に
魚
食
（
肉

食
）
を
病
僧
が
許
容
さ
れ
、
犯
戒
に
は
あ
た
ら
な
い
と
す
る
「
考
え
方
」

を
問
題
視
す
る
。
そ
こ
で
著
者
は
、
律
典
に
よ
っ
て
肉
食
を
容
認
す
る
中

国
僧
侶
、
『
浬
藥
経
』
な
ど
に
よ
っ
て
そ
れ
を
論
破
し
よ
う
と
し
た
梁
武

帝
の
「
断
酒
肉
文
」
、
肉
食
を
禁
止
し
た
三
階
教
な
ど
を
比
較
検
討
し
な

が
ら
、
僧
（
病
僧
）
の
肉
食
（
魚
食
）
を
容
認
す
る
『
日
本
霊
異
記
』
の
「
考

え
方
」
を
あ
ら
た
め
て
強
調
す
る
。
そ
し
て
、
こ
の
「
考
え
方
」
が
、
病

僧
に
限
っ
て
「
飲
酒
食
肉
」
を
許
し
た
僧
尼
令
の
主
旨
に
酷
似
し
て
い
る

こ
と
を
見
出
し
、
「
俗
界
の
法
令
制
定
者
」
と
、
魚
を
経
に
変
え
さ
せ
て

病
僧
の
口
に
そ
の
魚
が
無
事
入
る
よ
う
に
し
た
「
『
天
』
の
存
在
」
と
の

同
一
性
を
指
摘
し
て
い
く
。
最
後
に
、
ふ
つ
う
『
日
本
霊
異
記
』
を
「
私
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度
僧
の
文
学
」
と
称
す
る
こ
と
へ
の
つ
よ
い
不
信
の
念
を
あ
ら
わ
に
し
、

私
度
僧
や
官
僧
の
立
場
と
も
異
な
る
「
第
三
の
立
場
」
を
想
定
す
べ
き
な

の
か
、
む
し
ろ
官
僧
や
法
令
制
定
者
の
立
場
と
の
共
通
性
を
見
て
取
る
べ

き
な
の
か
と
煩
悶
し
て
止
ま
な
い
。

こ
の
一
編
は
、
本
書
の
な
か
で
も
っ
と
も
緊
張
に
富
ん
だ
も
の
の
よ
う

に
思
わ
れ
る
。
最
後
に
僧
尼
令
を
持
ち
出
し
て
「
小
結
」
と
す
る
と
こ
ろ

な
ど
は
、
巧
み
な
仕
掛
け
と
し
て
脱
帽
し
た
い
。
し
か
し
、
著
者
自
身
の

他
の
「
考
え
方
」
に
か
ら
ま
せ
て
み
る
な
ら
ば
、
肉
食
（
魚
食
）
を
許
容

さ
れ
る
僧
（
病
僧
）
、
殺
生
・
肉
食
を
容
認
さ
れ
る
天
皇
、
そ
し
て
「
聖
霊
」

な
ど
を
宿
す
霊
異
の
仏
像
は
、
そ
れ
ぞ
れ
ま
っ
た
く
何
の
か
か
わ
り
も
な

い
存
在
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
も
し
、
こ
れ
ら
を
ま
る
ご
と
取
り
こ
む
「
考

え
方
」
が
了
解
さ
れ
る
な
ら
ば
、
実
は
天
皇
論
に
も
甚
大
な
影
響
と
修
正

を
及
ぼ
す
こ
と
が
予
想
さ
れ
、
こ
と
は
さ
ら
に
複
雑
か
つ
深
刻
な
も
の
に

な
ろ
う
か
。
そ
れ
は
も
は
や
、
政
治
的
あ
る
い
は
宗
教
的
な
〃
支
配
者
〃

と
し
て
の
単
一
的
、
あ
る
い
は
せ
い
ぜ
い
二
元
的
な
天
皇
論
で
は
あ
り
え

ず
、
網
の
目
の
よ
う
な
権
力
（
権
威
）
の
錯
綜
、
身
体
と
病
と
罪
の
政
治

文
化
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
中
に
打
ち
立
て
ら
れ
る
天
皇
認
識
な
の
で
あ
ろ

う
か
。
実
は
、
私
も
こ
の
問
題
の
一
端
を
『
日
本
古
代
文
化
史
の
構
想
』

（
名
著
刊
行
会
一
九
九
四
年
）
で
論
じ
た
こ
と
が
あ
る
が
、
本
書
の
著
者

の
こ
れ
か
ら
の
「
思
考
」
に
是
非
学
び
た
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。

下
巻
第
一
三
話
を
素
材
と
し
た
「
五
美
作
の
国
司
と
『
知
識
』
の
結

成
」
は
、
局
部
的
に
共
通
す
る
『
冥
報
記
』
上
巻
第
八
話
と
比
較
し
な
が

ら
、
両
者
の
決
定
的
な
差
異
と
し
て
、
国
司
を
主
導
者
と
す
る
「
官
製
の

知
識
の
結
成
」
が
『
日
本
霊
異
記
』
に
み
ら
れ
る
こ
と
だ
と
指
摘
す
る
。

こ
こ
に
も
、
「
私
度
僧
の
文
学
」
論
に
不
信
を
抱
く
著
者
の
「
考
え
方
」
や
、

天
皇
・
皇
室
そ
し
て
官
僚
ら
と
の
か
か
わ
り
に
お
い
て
因
果
応
報
を
説
く

景
戒
の
「
考
え
方
」
が
潜
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
し
か
し
、

国
司
を
直
接
の
管
理
指
導
者
と
す
る
採
鉄
の
困
難
さ
を
乗
り
こ
え
、
そ
の

必
要
性
と
正
当
性
を
喧
伝
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
も
考
え
て

お
か
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。
こ
の
具
体
的
な
事
態
か
ら
は
じ
め
て
、
生
き

た
「
因
果
の
理
法
」
や
天
皇
論
へ
と
す
す
む
道
筋
と
手
法
も
別
に
あ
っ
て

よ
い
が
、
こ
の
点
は
本
書
の
書
評
の
範
囲
を
超
え
る
で
あ
ろ
う
。

さ
て
、
第
二
部
の
、
そ
し
て
本
書
の
最
終
編
は
、
下
巻
第
三
九
話
を
問

題
に
し
た
「
六
・
七
皇
子
に
生
ま
れ
変
わ
っ
た
禅
師
」
で
あ
る
。
下
巻

第
三
九
話
は
『
日
本
霊
異
記
』
の
中
で
も
最
末
尾
に
お
か
れ
た
霊
異
蓋
で

あ
り
、
善
珠
が
桓
武
天
皇
の
皇
子
大
徳
親
王
に
転
生
し
、
寂
仙
が
や
は
り

桓
武
天
皇
の
皇
子
神
野
親
王
（
の
ち
嵯
峨
天
皇
）
に
転
生
し
た
こ
と
を
語
り
、

あ
わ
せ
て
嵯
峨
天
皇
を
め
ぐ
る
聖
君
問
答
を
付
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な

転
生
證
自
体
は
、
『
日
本
霊
異
記
』
に
あ
っ
て
も
珍
し
い
も
の
で
は
な
い
が
、

本
国
（
日
本
）
の
僧
が
皇
子
（
天
皇
）
に
転
生
す
る
と
い
う
の
は
、
「
皇
室

内
部
の
転
生
」
（
上
巻
第
五
話
）
や
聖
徳
太
子
慧
思
後
身
説
に
照
ら
し
合
わ

せ
て
も
他
に
類
が
な
く
、
景
戒
の
「
現
代
的
な
関
心
」
が
「
外
国
人
僧
へ

の
対
抗
意
識
を
土
台
と
し
た
日
本
人
僧
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
」
に
あ
っ
た

の
で
は
な
い
か
と
著
者
は
推
考
す
る
。
つ
い
で
、
善
珠
も
寂
仙
も
、
禅
師

と
し
て
卓
抜
し
た
予
知
能
力
（
著
者
が
別
に
行
基
に
つ
い
て
言
う
と
こ
ろ
の

「
因
果
の
理
法
」
を
見
抜
く
超
人
的
能
力
の
こ
と
か
）
を
持
っ
て
お
り
、
そ
れ
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が
称
賛
の
対
称
に
な
る
と
と
も
に
、
そ
の
よ
う
な
能
力
者
で
あ
る
か
ら
こ

そ
得
難
い
人
身
に
生
ま
れ
変
わ
る
こ
と
が
で
き
た
と
景
戒
は
言
お
う
と
し

て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
著
者
は
憶
測
し
て
い
く
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
著
者
は
、
か
つ
て
「
因
果
の
理
法
」
に
越
然
と
し
て
あ
る
天
皇

の
存
在
の
ひ
と
つ
の
説
明
理
由
と
し
て
取
り
上
げ
た
聖
君
問
答
護
に
再
び

接
し
て
い
る
が
、
こ
こ
に
登
場
す
る
嵯
峨
天
皇
は
「
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
」

的
な
転
生
説
に
よ
っ
て
補
強
さ
れ
た
天
皇
と
し
て
現
代
的
に
認
識
さ
れ
て

お
り
、
あ
る
意
味
で
は
「
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
」
に
彩
ら
れ
た
「
因
果
の
理

法
」
を
生
身
で
体
現
し
た
（
し
て
み
せ
た
）
存
在
そ
の
も
の
に
ほ
か
な
ら

な
い
。
「
因
果
の
理
法
」
に
超
越
し
て
、
む
し
ろ
因
果
応
報
の
表
相
を
数

多
く
露
見
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
た
（
と
す
る
）
過
去
の
聖
武
天
皇
認
識
と

は
、
実
は
大
き
な
ず
れ
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
れ
は
、
王
権
と
仏

教
の
か
か
わ
り
か
た
や
、
天
皇
認
識
が
け
っ
し
て
歴
史
を
こ
え
た
単
一
の

も
の
で
な
く
、
大
き
く
変
容
し
う
る
こ
と
を
我
々
に
教
え
て
く
れ
て
い
よ

宅
《
●
ノ
○

私
は
平
生
、
『
日
本
霊
異
記
』
（
研
究
）
は
〃
き
わ
も
の
〃
で
あ
る
と
言

っ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
『
日
本
霊
異
記
』
の
価
値
を
艇
め
よ
う
と
し
て
い

る
か
ら
で
は
な
い
。
む
し
ろ
逆
で
あ
っ
て
、
『
日
本
霊
異
記
』
は
古
代
日

本
の
社
会
・
歴
史
・
思
想
・
文
化
・
経
済
な
ど
を
知
り
う
る
無
限
の
宝
庫

で
あ
り
、
そ
の
存
在
は
余
り
に
大
き
く
、
価
値
は
無
上
で
あ
る
。
問
題
は
、

こ
の
『
日
本
霊
異
記
』
を
読
み
解
こ
う
と
す
る
我
々
の
方
に
あ
っ
て
、
さ

お
わ
り
に

な
が
ら
小
さ
な
包
丁
で
巨
大
な
生
物
を
（
少
な
く
と
も
中
国
説
話
、
日
本
説

話
、
景
戒
解
釈
部
分
の
三
細
胞
を
か
ら
ま
せ
て
い
る
）
を
調
理
し
よ
う
と
す

る
我
々
の
非
力
、
不
用
意
さ
、
無
防
備
、
無
作
法
に
あ
る
。
我
々
は
、
こ

の
『
日
本
霊
異
記
』
（
研
究
）
の
〃
こ
わ
さ
〃
を
よ
く
自
覚
し
な
け
れ
ば

な
ら
ず
、
そ
の
自
覚
の
な
い
無
手
勝
流
の
調
理
は
、
ま
ず
食
す
に
価
し
な

い
・

こ
の
点
、
本
書
は
、
〃
思
想
史
の
作
法
″
に
の
っ
と
り
、
景
戒
の
「
考

え
方
」
を
可
能
な
限
り
著
者
の
「
考
え
方
」
に
転
化
す
る
形
で
、
『
日
本

霊
異
記
』
の
全
体
に
わ
た
る
知
的
枠
組
の
枢
要
な
問
題
点
を
的
確
に
読
者

に
示
し
て
く
れ
た
好
論
集
で
あ
る
。
私
自
身
が
そ
う
で
あ
っ
た
（
あ
る
）

よ
う
に
、
本
書
は
多
く
の
読
者
を
『
日
本
霊
異
記
』
の
読
み
解
き
に
導
い

て
く
れ
る
で
あ
ろ
う
し
、
ま
た
そ
う
で
あ
っ
て
ほ
し
い
。
著
者
も
、
自
身

度
々
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
さ
ら
に
そ
の
「
考
え
方
」
を
深
め
、
広

め
ら
れ
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。

た
だ
、
本
書
を
評
す
る
に
あ
た
っ
て
、
あ
ま
り
に
私
自
身
に
引
き
つ
け

す
ぎ
て
、
著
者
の
「
考
え
方
」
を
い
た
ず
ら
に
歪
め
た
り
、
艇
め
た
り
し

た
の
で
は
な
い
か
と
お
そ
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、
ど
う
か
著
者
お
よ
び
読

者
に
は
ご
寛
恕
た
ま
わ
り
た
い
。

（
早
稲
田
大
学
教
授
）
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