
四
十
三
年
、
前
一

O
八
一
年
で
あ
る
か
ら
、
よ
っ
て
推
定
さ
れ
ろ
湯
玉
の
元
年

は
前
一
六
八

O
年
と
な
る
、
と
断
定
す
る
。
概
数
で
あ
る
べ
き
「
載
柁
六
百
」

が
、
こ
こ
で
は
賓
数
と
同
巳
扱
い
を
う
け
、
そ
れ
に
よ
っ
て
湯
王
即
位
の
組
封

年
伏
が
決
定
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
た
だ
、
山
田
氏
の
概
数
の
ア
レ
ン
ジ
の

仕
方
は
す
ぐ
れ
て
い
る
か
ら
、
附
表
に
見
る
者
代
紀
年
を
寅
数
に
こ
だ
わ
ら

ず
、
概
数
的
に
見
る
と
す
れ
ば
、
ほ
ぼ
安
嘗
な
よ
う
に
思
う
。
し
か
し
こ
れ
で

は
氏
の
本
意
に
は
そ
わ
な
い
で
あ
ろ
う
。

三
上
次
男
氏
は
本
書
の
序
文
に
悔
い
て
、
「
中
国
古
代
史
研
究
曾
は
今
後
も

獲
る
こ
と
な
く
共
同
研
究
を
つ
づ
け
る
で
あ
ろ
う
」
と
力
強
く
宣
言
し
て
お
ら

れ

る

。

今

後

一

層

の

設

展

を

新

る

。

〈

大

島

利

ご

。

}
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本
書
は
、
ハ
ン
ガ
リ
ー
生
れ
の
フ
ラ
ン
ス
の
中
園
研
究
者
パ
ラ
ー

ジ
ュ
の
論

文
集
で
あ
る
。
著
者
パ
ラ
l
ジ
ュ
に
つ
い
て
、
本
書
の
編
集
者
ア
l
サ

l

・ラ

イ
ト
が
紹
介
の
労
を
取
り
、
そ
の
緒
言
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
『
パ

ラ

ー
ジ
ュ
は
一
九

O
五
年
ハ
ン
ガ
リ
ー
に
生
れ
(
ア
ジ
ア
歴
史
事
典
八
卒
凡
枇
〉

の
パ
ラ
ー
ジ
ュ
の
項
に
、
生
年
不
明
と
記
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
ラ
イ
ト
の
緒

言
に
よ
っ
て
訂
正
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
)
、
道
数
及
び
悌
教
な

ど
の
東
洋
の
思
想
に
興
味
を
持
ち
、
そ
の
研
究
の
た
め
に
ベ
ル
リ
ン
大
撃
の
オ

ッ
ト
l

・
フ
ラ
ン
ケ
の
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
に
加
っ
た
。
こ
こ
で
彼
は
本
格
的
に
シ
ノ

ロ
ジ
!
の
研
究
に
た
ず
さ
わ
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
従
来
の
シ
ノ
ロ

ジ
!

の
研
究
テ
1
7
に
飽
き
足
ら
ぬ
よ
う
に
な
っ
て
、
一
位
曾
経
済
史
の
分
野
に
も
研

究
を
進
め
た
。
こ
れ
が
一
允
一
一
一
一
年
の
唐
代
経
済
史
の
研
究
と
な
っ
た
の
で
あ

る
。
こ
の
論
文
に
封
す
る
評
債
は
、
す
で
に
知
ら
れ
た
る
よ
う
に
、

パ
ラ
l
ジ

ュ
を
し
て
唐
代
枇
曾
経
済
史
の
専
門
家
と
見
な
す
ほ
ど
で
あ
っ
た
。
そ
の
後
再

び
恩
想
・
文
撃
の
分
野
の
研
究
に
力
を
注
、ぎ
、
曹
操
、
活
線
、
李
観
な
ど
を
封

象
と
し
た
。
一
方
、
こ
の
頃
か
ら
ナ
チ
ス
が
撞
頭
し
は
じ
め
、
パ
ラ
ー
ジ
ュ
は

反
ナ
チ
ス
運
動
に
参
加
し
た
が
、
の
ち
に
フ
ラ
ン
ス
へ
逃
れ
、
以
後
ず
っ
と
フ

ラ
ン
ス
に
居
住
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
載
後
ソ
ル
ボ
ン
ヌ
大
撃
で
中
園
古
代
の

経
済
・
祉
舎
の
講
座
を
猪
嘗
し
、
五
三
年
・
五
四
年
に
は
、
「
通
報
」
に
「
惰

書
食
貨
志
」
の
謬
注
を
設
表
し
、
か
た
わ
ら
貌
膏
南
北
朝
期
の
法
制
史
・
経
済
一

史
に
闘
す
る
論
文
を
数
多
く
愛
表
し
た
。
叉
一
九
五
四
年
頃
か
ら
、
所
謂
「
宋
肌

史
提
要
扇
纂
事
業
」
に
着
手
し
、
こ
の

ω
E
m
p
o守
口
円
の
後
援
で
、
有
盆
.
一

な
論
文
の
護
衰
の
場
が
提
供
さ
れ
た
。
バ

ラ
l
ジ
ュ
の
生
涯
の
最
後
の
十
年
間

は
、
主
と
し
て
こ
の
事
業
に
掛
け
ら
れ
た
。
一
方
で
は
、
彼
自
身
が
宋
代
の
商

業
と
産
業
と
に
闘
す
る
賞
設
的
な
地
箇
を
作
成
し
て
お
り
、
ま
た
一
方
で
は
、

研
究
と
指
導
と
中
国
文
化
の
ヨ

l
ロ
ッ
バ
の
知
的
生
活
へ
の
導
入
と
に
努
力
し

た
。
そ
し
て
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
中
園
撃
者
で
彼
の
思
恵
を
蒙
ら
な
い
も
の
は
無

い
と
言
っ
て
も
良
い
く
ら
い
、
彼
の
研
究
は
優
れ
た
・も
の
で
あ
っ
た
。
』
と
。

パ
ラ
ー
ジ
ュ
は
、
一
九
六
三
年
十
一
月
に
急
死
し
た
の
で
あ
る
が
、
彼
の
は

じ
め
た

ω
E問

F
O』

2
H
は
、
彼
の
元
後
、
一
時
的
に
中
断
し
た
け
れ
ど
も
、

パ
リ
を
中
心
に
繕
績
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
今
年
に
入
っ
て
か
ら
は
、
日
本

の
研
究
者
に
ま
で
も
、
こ
の
事
業
へ
の
協
力
・
参
加
を
呼
び
か
け
て
来
て
お

り、

ωロロ
m
p
D
W
2
が
世
界
的
な
も
の
に
な
り
つ
つ
る
る
こ
と
を
知
ら
さ
れ
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る
の
で
あ
る
。

さ
て
、
本
書
は
、
パ
ラ
l
ジ
ュ
が
一
九
三
二
年
よ
り
一
九
六
一
年
に
わ
た
る

聞
に
者
わ
し
た
論
文
の
内
か
ら
十
六
篇
を
取
り
上
げ
、
こ
れ
に
「
中
国
の
文
化

と
官
僚
政
治
(
制
度
)
(
V
E
E誌
の

E
Z
N
E
Cロ
g
L
F
5
2
2
p
nご
と

言
う
表
婚
を
附
し
た
も
の
で
あ
る
。
全
偲
は
三
部
に
分
け
ら
れ
、
第
一
部
「
制

度
」
に
九
篇
、
第
二
部
「
歴
史
」
に
二
篇
、
第
三
部
「
思
想
し
に
五
篇
の
論
文

が
枚
め
ら
れ
て
い
る
。
全
盤
、
か
な
り
の
量
が
あ
り
、
し
か
も
、
筆
者
の
理
解

し
難
い
領
域
を
取
扱
っ
た
論
文
も
あ
る
の
で
、
適
宜
取
捨
し
な
が
ら
順
を
迫
っ

て
紹
介
し
て
行
き
た
い
。

〔
第
一
部
〕
一
、
「
中
関
枇
舎
の
重
要
な
側
面

ω伝
ロ

5
2
2
〉

4
2
Z
C刊

の
E
5
E
ω
2
5ど
こ
の
論
文
は
五
二
年
に
、
そ
れ
ま
で
の
講
演
を
も
と
に

し
て
ま
と
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
ま
ず
前
段
で
、
西
欧
の
中
闘
に
封
す
る
意

識
の
幾
溢
と
も
言
う
べ
き
も
の
を
略
述
し
「
十
九
位
紀
の
末
ま
で
は
完
全
に
西

欧
の
槻
貼
に
立
っ
て
中
国
観
が
つ
く
ら
れ
て
い
た
が
、
二
十
位
紀
に
入
り
半
亥

革
命
を
経
た
中
闘
が
、
ま
が
り
な
り
に
も
世
界
政
治
の
舞
誕
に
登
場
す
る
よ
う

に
な
っ
て
、
こ
の
西
欧
中
心
の
中
国
相
酬
が
襲
化
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
」
と
。

そ
し
て
こ
の
中
で
の
西
欧
の
シ
ナ
摩
は
、
人
民
共
和
闘
の
成
立
と
共
に
、
多
大

な
負
燃
を
背
負
っ
た
。
す
な
わ
ち
「
一
方
で
は
、
従
来
週
り
の
整
理
さ
れ
て
い

な
い
甚
だ
多
量
な
史
料
|
仰
統
的
な
中
闘
に
閲
す
る
|
の
集
引
に
直
面
さ
せ
ら

れ
て
い
る
の
に
、
更
に
一
方
で
、
関
際
政
治
に
闘
す
る
性
急
な
聞
い
と
し
て
の

新
中
闘
に
関
係
す
る
質
問
に
も
直
一
白
さ
せ
ら
れ
て
い
る
。
し
か
も
後
者
が
議
論

を
一
層
複
雑
化
さ
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
我
々
の
研
究
は
、
シ
ナ
撃

と
二
十
世
紀
の
祉
曲
目
皐
の
俊
方
に
と
っ
て
、
確
か
な
怠
味
を
持
つ
問
題
を
選
探

す
る
必
要
が
あ
る
」
と
述
ベ
、
ハ
ラ
1

ジ
ュ
の
基
本
的
な
研
究
態
度
を
表
明
し

て
い
る
。

績
い
て
本
論
に
入
っ
て
、
「
中
国
の
長
い
歴
史
を
見
て
最
初
に
目
に
付
く
も

の
は
官
僚
群
で
あ
り
、
も
し
彼
ら
の
経
済
的
基
礎
(
俸
給
と
土
地
所
有
)
、
生
活

様
式
の
同
一
性
、
体
統
主
義
的
な
外
見
な
ど
を
考
慮
す
れ
ば
、
彼
ら
官
僚
群
は

階
級
と
定
義
で
き
る
」
と
し
、
こ
の
階
級
は
秦
始
皇
の
中
国
統
一
か
ら
一
九
一

二
年
ま
で
存
綴
し
た
と
も
云
う
。
こ
の
官
僚
群
ハ
も
し
く
は
知
識
階
級
)
は
強

力
な
中
央
政
権
の
支
配
下
に
な
け
れ
ば
、
無
政
府
状
態
に
陥
っ
て
し
ま
う
多
蚊

の
農
民
連
で
構
成
さ
れ
て
い
る
中
闘
の
よ
う
な
農
業
枇
曾
に
は
不
可
歓
な
機
構

で
あ
っ
た
と
肯
定
し
た
あ
と
、
儒
教
を
取
り
上
け
、
「
儒
数
の
あ
い
ま
い
さ
が

中
園
史
の
理
解
を
困
難
に
さ
せ
る
が
、
儒
数
が
官
僚
と
結
合
し
て
、
全
人
的
人

格
の
完
成
と
徳
治
主
義
的
政
治
の
途
行
を
彼
ら
に
義
務
つ
け
、
こ
れ
が
文
化
と

政
治
を
長
く
彼
ら
に
濁
占
せ
し
め
る
一
つ
の
要
素
と
な
っ
た
」
と
述
べ
て
い

る
。
そ
し
て
こ
の
段
階
に
於
い
て
は
、
必
ず
し
も
官
僚
群
に
封
し
て
否
定
的
で

は
な
い
。
し
か
し
、
次
に
、
中
闘
の
官
僚
主
義
の
二
紋
貼
と
し
て
、
賄
賂
と
全

飽
主
義
と
を
指
摘
す
る
。
賄
賂
は
家
族
・
親
類
・
縁
者
を
扶
養
す
る
た
め
と
、

官
僚
の
地
位
の
不
安
定
性
と
に
起
因
す
る
と
し
、
全
般
主
義
と
は
、
岡
家
よ
り

家
族
を
強
調
す
る
儒
教
が
法
家
の
思
想
を
と
り
入
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
笛
然
の

こ
と
の
よ
う
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
が
、
各
種
商
・
産
業
の
濁
占
と
専
問
同
、
禁
h
川

な
ど
に
み
ら
れ
る
検
閲
と
思
怨
統
制
、
衣
服
の
規
定
な
ど
で
あ
る
と
い
う
。
そ

し
て
、
こ
の
全
側
主
義
小
川
、
中
岡
人
の
護
関
・
設
見
の
設
展
を
阻
害
し
、
改
革

や
進
取
の
気
性
に
ソ
ッ
ポ
を
向
く
仰
統
主
義
や
、
そ
つ
な
く
事
を
魔
理
す
る
雰

問
領
な
ど
の
精
一
柳
の
不
動
性
を
培
養
し
た
と
し
、
官
僚
群
及
び
官
僚
主
義
に
劃

し
て
否
定
的
で
あ
る
。

二
、
「
不
嬰
的
な
官
僚
政
治
の
枇
禽
と
し
て
の
中
園
。

E
3
2
釦

句

R
B曲目

5
E
J
切
口
円

E
E口
g
c
n
ω
o
n
-
o
q」
こ
れ
は
五
七
年
の
講
演
で
五
九
年
に
ユ

ネ
ス
コ
の
「
東
西
文
化
交
渉
史
に
閥
す
る
園
際
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
」
に
鍋
載
さ
れ

106 
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た
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
も
、
中
園
史
に
お
い
て
最
も
特
徴
的
な
も
の
は
「
官

僚
比
で
あ
り
、
そ
れ
は
車
に
中
国
史
上
に
お
い
て
、
「
永
久
的
な
性
格
」
を
持

っ
て
い
る
の
み
な
ら
ず
、
二
十
世
紀
の
全
世
界
に
共
通
す
る
も
の
だ
と
云
う
。

綴
い
て
、
第
二
節
は
「
中
園
史
へ
の
鍵
」
と
し
て
、
皇
帝
支
配
の
帝
閣
の
存
績

や
、
儒
教
の
展
開
な
ど
に
み
ら
れ
る
中
国
世
曾
の
永
綴
性
を
解
明
す
る
た
め

に
、
中
圏
一
位
曾
に
特
有
な
諸
相
を
考
え
る
必
要
が
あ
る
と
し
て
、
以
下
の
六
つ

を
指
摘
す
る
。
一
、
巨
大
な
農
業
従
曾
|
農
民
の
小
規
模
な
家
計
的
経
済
に
基

礎
し
、
産
業
革
命
前
で
、
非
沿
海
の
祉
禽
。
二
、
官
僚
制
度
|
多
数
の
農
民
を

最
下
層
に
、
か
な
り
少
数
の
商
工
業
者
を
中
間
層
に
し
て
、
官
僚
が
頂
上
を
占

め
る
ピ
ラ
ミ

ッ
ド
吠
の
祉
曾
組
織
。
三
、
科
翠
官
僚
ー
す
べ
て
の
支
配
楢
と
慶

大
な
土
地
を
所
有
し
、
社
曾
全
健
に
闘
し
て
有
力
で
あ
る
。
四
、
全
鐙
主
義
l

科
穆
官
僚
卸
園
家
乃
至
園
家
機
力
で
あ
り
、
枇
命
園
生
活
の
あ
ら
ゆ
る
活
動
に
謝

し
園
家
が
完
全
な
支
配
力
を
持
つ
。
五
、
再
び
全
健
主
義
|
官
僚
は
園
家
権
力

の
代
行
者
と
し
て
は
不
可
侵
だ
け
れ
ど
も
、
個
人
と
し
て
は
何
の
力
も
持
た
な

い
。
叉
、
新
し
い
個
人
的
な
企
業
や
設
問
仰
を
醐
即
座
す
る
の
も
全
鰻
主
義
の
あ
ら

わ
れ
。
こ
の
例
外
は
、
紙
と
印
刷
と
潟
替
手
形
の
類
だ
け
で
あ
っ
た
。
六
、
儒

教
|
封
建
的
貴
族
の
思
想
で
あ
っ
た
も
の
が
、
前
漢
以
後
は
園
家
理
念
の
中
心

と
な
っ
た
。
こ
れ
ら
の
特
徴
を
中
闘
の
官
僚
政
治
政
府
の
永
鎖
性
と
い
う
こ
と

の
説
明
に
利
用
す
る
と
「
支
配
者
と
し
て
の
官
僚
は
、
中
園
民
衆
に
高
債
な
犠

牲
を
強
い
た
。
し
か
し
、
そ
の
犠
牲
は
中
園
文
化
の
同
質
性
・
耐
久
持
鎖
性
・

生
命
力
に
劃
し
て
支
携
わ
れ
た
の
で
あ
る
。
官
僚
が
居
な
け
れ
ば
堕
の
専
費
は

な
か
っ
た
け
れ
ど
も
、
同
時
に
、
優
秀
な
中
園
文
化
も
成
立
し
な
か

っ
た
と
思

わ
れ
る
。
官
僚
制
支
配
が
な
け
れ
ば
無
政
府
欣
態
に
な
っ
て
し
ま
う
の
が
、
農

業
園
家
中
園
に
お
け
る
例
外
の
な
い
原
則
で
あ
っ
た
」
と
述
べ
て
い
る
。
し
か

し
、
こ
れ
で
は
、
再
三
パ
ラ
ー
ジ
ュ
が
言
及
し
よ
う

ι言
っ
て
い
る
に
も
か
か

わ
ら
ず
官
僚
の
支
配
趨
制
の
永
、績
の
理
由
は
説
明
さ
れ
て
い
な
い
。
第
一
一
一
節
は

「
現
代
西
洋
文
化
の
反
映
と
し
て
の
中
園
」
と
題
し
「
西
洋
に
お
け
る
現
代
位

舎
の
設
展
の
歴
史
は
、
中
国
史
の
鏡
に
骨
局
さ
れ
る
場
合
、
中
園
に
お
い
て
起
っ

た
事
の
裏
面
に
す
ぎ
な
い
と
思
わ
れ
る
」
と
言
う
。
そ
し
て
、

一
例
と
し
て
、

都
市
の
問
題
を
取
り
上
げ
、
西
洋
で
は
、
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
ジ
l
の
自
治
権
に
守
ら

れ
る
都
市
は
、
農
奴
の
逃
避
場
と
も
な
っ
た
の
に
封
し
、
「
中
国
の
都
市
は
自

由
の
と
り
で
な
ど
と
は
程
遠
く
、
官
僚
遠
の
(
搾
取
の
た
め
の
〉
安
築
椅
子
で

あ
り
、
園
家
の
支
配
(
機
構
〉
の
中
核
で
あ
っ
た
」
の
で
あ
り
、
こ
の
例
だ
け

で
も
、
凹
レ
ン
ズ
の
雨
面
の
性
格
を
中
園
と
西
洋
の
歴
史
が
持
っ
て
い
る
と
主

張
す
る
。
こ
の
他
、
科
事

・
工
業
な
ど
に
つ
い
て
も
詳
説
し
て
い
る
。
叉
、
商
‘

人
に
つ
い
て
「
戦
い
よ
り
も
妥
協
を
取
り
、
産
業
資
本
へ
の
投
資
よ
り
、
土
地

へ
の
投
資
を
す
る
胃
険
を
避
け
て
安
全
な
金
儲
け
し
か
や
ら
な
い
」
性
格
を
持

つ
と
し
、
更
に
、
中
園
史
研
究
の
板
本
問
題
と
し
て
「
膨
大
な
研
究
史
料
は
殆

ど
官
僚
群
が
官
僚
群
の
た
め
に
書
い
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
僅
か
に
残
存
す
る

非
官
僚
的
史
料
を
研
究
し
、
。
非
官
僚
の
撃
を
開
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
官
僚
群
と

非
官
僚
と
の
聞
の
封
話
を
再
現
す
れ
ば
、
中
園
人
に
封
す
る
イ
メ
ー
ジ
は
匡
正

さ
れ
る
」
と
も
云
う
。
「
中
国
人
に
劃
す
る
イ
メ
ー
ジ
L

が
何
を
意
味
す
る
か

は
百
六
種
的
に
述
べ
ら
れ
て
い
な
い
が
、
恐
ら
く
、
紹
封
多
数
の
農
民
や
、
か
な

り
多
数
の
商
工
業
者
の
他
に
、
放
に
お
い
て
も
、
働
ら
き
に
お
い
て
も
、
中
園

史
研
究
に
は
無
視
し
得
な
い
膏
吏
集
園
を
も
念
頭
に
置
き
、
こ
れ
ら
を
極
く
少

数
の
官
僚
群
が
、
自
分
遠
の
意
識
で
、
自
分
遠
の
た
め
に
奮
い
た
所
謂
こ
A

れ
ま

で
の
史
料
に
頼
っ
て
い
て
は
解
明
で
き
な
い
と
云
う
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
第

四
節
は
「
(
中
闘
の
〉

官
僚
か
ら
廿
世
紀
の
祉
曾
が
得
る
示
唆
」
と
題
し
、
ま

ず
「
ヨ
ー
ロ

ッ
パ
に
お
け
る
新
興
ブ
ル

ジ
ョ
ワ
ジ
!
と
封
建
貴
族
と
の
バ
ラ
ン

ス
の
上
に
成
立
す
る
路
蒙
専
制
君
主
制
の
時
期
と
、
宋
代
以
後
の
中
国
史
上
の
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時
期
と
の
間
に
は
完
全
な
類
似
性
が
あ
る
。
た
だ
、
中
国
の
方
に
は
、
ヨ
l
ロ

y

パ
の
歴
史
に
み
ら
れ
る
重
要
な
様
相
、
印
ち
機
械
化
へ
の
方
向
が
紋
如
し
て

い
る
が
」
と
述
べ
、
「
こ
の
爾
者
の
類
似
性
は
、
今
日
に
お
い
て
は
『
全
健
主

義
』
と
い
う
、
官
僚
政
治
的
国
家
統
制
へ
の
道
標
と
し
て
再
見
で
き
る
」
と
い

う
。
そ
し
て
、
こ
の
官
僚
政
治
的
闘
家
統
制
へ
の
傾
向
は
、
現
代
一位
曾
で
い
よ

い
よ
強
め
ら
れ
つ
つ
あ
り
、
中
閣
に
お
い
て
二
千
年
間
存
綴
し
た
官
僚
髄
制
の

駐
曾
は
、
世
界
に
お
け
る
い
か
な
る
襲
化
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
紹
封
的
な
積
極

性
を
得
び
た
力
と
し
て
、
現
代
の
我
々
の
周
囲
に
も
存
在
す
る
と
結
ん
で
い

る
。
こ
れ
は
歴
史
を
歴
史
撃
の
問
題
と
限
定
せ
ず
常
に
我
々
自
身
乃
至
は
現
代

一
粧
品
開
に
結
び
つ
け
よ
う
と
云
う
バ
ラ

I
ジ
ュ
の
積
極
的
な
態
度
を
明
確
に
示
し

て
い
る
の
で
あ
る
。

以
上
、
や
や
冗
長
に
失
す
る
嫌
い
が
あ
る
が
、
第
一
・
二
論
文
に
は

ハ
ラ

i

ゾ
ュ
の
中
国
及
び
中
関
史
に
封
す
る
態
度
が
明
瞭
に
示
さ
れ
て
い
る
と
考
え
た

の
で
、
煩
を
厭
わ
ず
詳
細
に
述
べ
た
。
な
お
、
パ
ラ

l
ジ
込
の
態
度
と
い
う
駄

で
今
一
つ
唯
物
史
観
に
劃
す
る
態
度
に
つ
い
て
も
燭
れ
て
お
こ
う
。
第
一
論
文

中
の
、
中
闘
の
沓
慢
制
は
す
べ
て
封
建
制
だ
と
い
う
の
は
「
も
し
マ
ル
ク
ス
主

義
に
封
す
る
或
る
種
の
機
械
的
説
明
が
受
け
入
れ
ら
れ
る
な
ら
、
そ
れ
は
正

に
、
プ
ル
ジ
ョ
ワ
革
命
と
農
村
改
革
に
劃
し
て
の
見
え
す
い
た
正
首
性
を
輿
え

よ
う
と
す
る
命
題
に
す
、
ぎ
な
い
」
と
い
う
様
な
具
合
で
、
こ
の
他
各
臓
に
見
ら

れ
る
皮
肉
め
い
た
短
い
言
葉
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
反
唯
物
史
観
の
立
場
に
立

っ
て
い
る
。

一
二
、
「
中
閣
の
封
建
制
。

E
2
8
F
E
E
-
Z
B」
こ
れ
は

HN57gロ
(ug--

g
g
の
論
文
に
劃
す
る
】

g
s
r
m
-
V刊
2
5
8
の
批
評
に
つ
い
て
、
更

に
パ
ラ

l
ジ
ュ
が
批
剣
し
た
も
の
で
、
五
六
年
に
護
表
さ
れ
た
。
パ
ラ
ー
ジ
A

自
身
の
意
見
は
周
の
終
り
頃
即
ち
職
園
時
代
に
、
強
い
資
本
主
義
化
へ
の
傾
向

が
あ
っ
た
し
、
現
代
の
中
国
の
歴
史
家
が
言
う
よ
う
に
、
八
世
紀
に
も
資
本
主

義
蔚
芽
の
傾
向
は
あ
っ
た
。
さ
ら
に
、
宋
代
に
於
て
は
こ
の
傾
向
が
一
層
明
瞭

で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
封
建
制
と
い
う
も
の
が
、
設
計
開
通
り
に
つ
〈
ら
れ
た

り
、
紳
が
か
り
的
性
格
の
所
有
者
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
標
準
化
さ
れ
た
産
物
で

も
な
い
か
ら
、
そ
の
時
代
に
お
け
る
「
封
建
制
の
要
素
」
と
い
う
も
の
に
注
意

す
べ
き
で
あ
る
と
し
て
、
パ
ラ
l
ジ
ュ
自
身
は
、
封
建
制
を
何
れ
の
時
期
に
設

定
す
る
か
明
言
し
て
い
な
い
。
し
か
し
、
後
半
で
、
中
闘
に
お
い
て
資
本
主
義

の
開
花
し
な
か
っ
た
理
由
と
し
て
、
儒
数
と
、
商
人
と
、
官
僚
と
商
人
と
の
闘

係
と
を
指
摘
し
、
最
後
に
自
由
努
働
者
の
紋
如
を
壊
、
げ
て
、
そ
こ
で
、
「
漢
の

終
駕
の
後
、
支
配
階
級
は
項
弱
の
後
車
問
で
あ
る
封
建
領
主
と
陳
勝
の
系
統
を
ひ

く
農
民
と
に
封
し
て
職
わ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
と
い
う
事
授
を
忘
れ
る
事
は
で

き
な
い
」
と
言
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
問
題
に
封
す
る
彼
の
見
解
を
推
測

す
る
事
が
可
能
で
あ
ろ
う
。

四
、
「
中
闘
に
お
け
る
資
本
主
義
粛
芽
叶
宮
∞

E
r
o聞
の
右

E
r
g
E

門

UE
ロ
白
」
こ
れ
は
六

O
年
の
講
演
を
ま
と
め
た
も
の
で
、
か
な
り
の
長
篇
で

あ
る
。
前
牢
は
マ
ル
ク
ス
史
観
へ
の
批
判
を
述
べ
て
い
る
。
中
ほ
ど
か
ら
後
半

に
か
け
て
は
漢
垂
直
以
下
の
史
料
を
引
き
、
叉
、
加
藤
繁
以
下
の
日
本
人
、
並
び

に
中
国
人
な
ど
の
研
究
を
参
考
に
し
て
、
商
人
・
高
利
貸
・
飛
銭
・
房
銭
・
堕

・
石
炭
・
銅
・
銀
な
ど
の
個
別
的
分
析
を
行
い
、
次
い
で
、
宋
代
の
商
業
、
園

家
楢
力
の
産
業
支
配
、
資
源
の
圏
家
所
有
、
個
人
企
業
と
利
潤
生
産
、
謀
利
の

増
加
、
秘
密
結
祉
、
脳
血
商
人
と
利
潤
、
入
粟
質
過
な
ど
の
各
論
を
述
べ
て
い

る
。
こ
れ
ら
の
項
目
は
筆
者
が
見
つ
け
次
第
列
寧
し
た
も
の
で
、
こ
の
ま
ま
で

は
統
一
的
な
理
解
は
で
き
な
い
よ
う
で
あ
る
が
、
本
文
に
は
筋
道
を
立
て
て
論

じ
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
終
段
で
、
彼
自
身
の
意
見
と
共
に
、
内
容
の
要
約
を

し
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
て
中
闘
に
お
け
る
資
本
主
義
蔵
芽
の
明
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確
な
時
期
を
設
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
そ
の
傾
向
は
、
最
終
的
に
宋
代

に
ま
で
遡
っ
て
確
認
で
き
る
。
宋
代
は
中
闘
の
近
世
(
自
主
将
ロ
巴
B
2
5

(
U
E
E
)
の
始
ま
る
時
期
だ
と
思
う
。
二
、
中
闘
に
お
い
て
(
商
業
資
本
か
ら

の
)
よ
り
一
一
腐
の
資
本
主
義
の
設
展
(
郎
ち
産
業
資
本
主
義

Z
E伯仲円
E
S
-

-
E
2
5〉
に
於
い
て
紋
け
て
い
た
も
の
は
機
械
的
技
術
と
か
科
率
的
態
度
と

か
、
或
は
富
の
充
分
な
蓄
積
と
か
で
は
な
く
て
、
個
人
企
業
に
封
す
る
自
由

(
印
口

0
3
r
z
z玄
含
色
巾
己
官
官
宮
市
)
で
あ
っ
た
。
私
的
企
業
に
封
す
る

個
人
的
な
自
由
も
保
設
も
な
い
し
、
権
利
に
謝
す
る
法
的
根
嬢
も
な
く
、
さ
ら

に
官
僚
に
よ
る
不
嘗
な
裁
判
に
封
す
る
保
設
、
国
家
に
よ
る
干
渉
に
封
す
る
保

謹
も
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
最
も
(
資
本
主
義
の
設
展
を
)
抑
制
し
た
要
素

は
、
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
ジ
l
の
一
個
の
階
級
と
し
て
意
識
し
、
枇
曾
に
於
い
て
濁
立

し
た
位
置
を
獲
得
し
よ
う
と
す
る
試
み
を
初
め
か
ら
傷
つ
け
た
と
こ
ろ
の
園
家

官
僚
の
慶
倒
的
に
張
力
な
特
槽
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
自
由
な
企
業
と
い
う
も
の

は
、
中
閣
の
経
済
史
に
あ
っ
て
は
、
全
く
例
外
的
な
、
異
常
な
も
の
で
あ
っ

た
。
三
、
資
本
主
義
と
い
う
語
を
、
競
字
資
本
主
義

(
2
5宮
t
H
Z
m
g匂
FE-

-F
回
目
〉
と
か
、
自
由
企
業
(
向
日
刊
巾
ロ
仲
良
吉
5
0
)

と
か
の
意
味
と
す
れ
ば
、
中

闘
に
は
資
本
主
義
は
、
今
ま
で
は
一
切
存
在
し
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
園
家
資

本
主
義
を
、
我
々
が
言
う
資
本
主
義
の
諸
現
象
の
不
可
紋
に
し
て
重
要
な
部
分

を
形
成
す
る
も
の
と
す
れ
ば
、
中
国
に
は
、
我
々
に
種
々
の
一
示
唆
を
輿
え
る
も

の
と
し
て
資
本
主
義
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
今
や
我
々
は
園
家

資
本
主
義
の
時
代
に
生
き
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
西
洋
の
古
い
資
本
主
義
の

固
と
、
東
洋
の
新
し
い
人
民
民
主
主
義
の
園
と
に
於
い
て
、
事
は
重
大
な
関
連

を
持
っ
て
い
る
」
と
。
こ
の
要
約
三
鮎
の
内
、
一
・
二
船
舶
は
了
解
で
き
る
が
、

三
に
つ
い
て
は
、
や
や
明
瞭
さ
を
飲
く
よ
う
で
あ
る
。
な
お
、
こ
の
論
文
の
中

で
は
、
宋
以
後
が
近
世
で
あ
る
と
か
、
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
ま
で
は
、
技
術
的
、
科

事
的
に
、
中
園
は
西
洋
よ
り
先
進
し
て
い
た
と
か
、
内
藤
湖
南
・
宮
崎
市
定
爾

氏
の
組
述
で
あ
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
黙
が
多
い
が
、
或
は
パ
ラ
l
ジ
ュ
自
身

の
見
解
か
も
知
れ
な
い
。
さ
ら
に
詳
し
い
論
説
が
得
ら
れ
な
い
の
は
甚
だ
惜
し

い
気
が
す
る
。

五
、
「
中
留
の
市
町
巳
3

5
の
VFE」
こ
れ
は
五
三
年
に
設
表
さ
れ
た
論

文
で
、
易
経
か
ら
は
じ
め
て
、
一
廃
宋
で
打
ち
切
っ
て
い
る
が
、
「
市
」
、
「
市

場
」
な
ど
の
語
句
の
解
稗
や
、
史
料
の
解
明
に
よ
る
市
の
賞
態
を
詳
説
し
て
い

る
。
特
に
、
北
貌
の
洛
陽
な
ど
に
つ
い
て
は
、
か
な
り
詳
し
い
。
叉
、
宋
に
於

い
て
は
、
市
舶
司
な
ど
外
園
貿
易
に
つ
い
て
も
論
じ
て
い
る
。
そ
し
て
、
最
後

に
、
地
方
志
な
ど
を
更
に
詳
し
く
検
索
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
市
」
の
問
題
の

解
明
は
も
っ
と
す
す
む
だ
ろ
う
と
言
い
、
繍
け
て
「
あ
ま
り
研
究
の
進
ん
で
い

な
い
中
闘
の
市
に
つ
い
て
、
現
段
階
で
何
か
示
唆
す
る
も
の
を
言
う
と
す
れ
ば

市
が
生
活
の
中
に
花
開
い
た
の
は
北
イ
タ
リ
ア
の
中
世
都
市
に
お
い
て
の
こ
と

で
あ
り
、
こ
れ
ら
の
都
市
は
都
市
圏
家
の
自
治
権
を
享
受
し
て
い
た
の
で
あ
る

が
、
東
洋
の
枇
禽
に
あ
っ
て
は
、
こ
の
よ
う
な
自
治
権
は
、
中
央
集
権
的
専
制

政
治
の
官
僚
飽
制
に
謝
す
る
直
接
的
な
ア
ン
チ
テ
ー
ゼ
で
あ
っ
た
。
市
と
自
治

的
都
市
と
の
閥
係
が
は
っ
き
り
し
て
い
る
も
の
だ
と
す
れ
ば
、
中
国
で
は
中
世

ヨ
l

ロ
y

パ
と
同
規
模
の
市
は
、
嘗
て
護
達
し
た
こ
と
が
な
い
と
言
い
切
れ

る
。
し
か
し
、
こ
の
前
提
の
鐙
左
は
、
中
国
と
比
較
的
近
い
従
曾
構
成
の
性
質

を
持
つ
ビ
ザ
ン
チ
ン
帝
闘
や
エ
ジ
プ
ト
に
お
け
る
市
の
役
割
の
研
究
が
役
立
つ

で
あ
ろ
う
L

と
。
問
題
の
解
決
は
な
さ
れ
て
い
な
い
。

六
、
「
中
園
の
都
市
の
r
g
g
m
寸
0
4
弓
ロ
回
」
こ
れ
は
、
五
四
年
に
護
表
さ
れ

た
論
文
で
、
ま
ず
冒
頭
で
「
都
市
の
性
質
・
起
源
・
設
展
の
問
題
に
封
す
る
興

味
は
、
そ
れ
自
身
、
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
の
興
起
に
結
果
す
る
歴
史
的
諸
費
展
に
基

く
」
も
の
だ
と
言
う
。
績
い
て
、
孟
子
の
解
薄
か
ら
は
じ
ま
っ
て
元
代
に
至
る
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ま
で
の
各
時
代
の
都
市
を
論
じ
、
更
に
、
商
人
と
か
ギ
ル
ド
に
ま
で
鰯
れ
て
い

る
れ
そ
し
て
、
中
聞
に
お
け
る
都
市
の
設
迷
を
阻
害
し
た
も
の
と
し
て
、
消
筏

的
な
要
素
で
あ
る
が
、
特
機
・
公
認
さ
れ
た
身
分
・
法
律
穏
系
特
に
市
民
法
等

の
倣
如
、
さ
ら
に
、
市
民
の
自
由
・
都
市
支
配
に
お
け
る
自
治
権
等
の
紋
如
を

指
摘
し
、
「
だ
か
ら
都
市
は
枇
曾
の
鍋
煤
と
し
て
の
役
目
を
県
せ
な
か
っ
た
」

の
で
あ
り
、
紹
射
的
な
君
主
と
そ
の
手
先
と
な
る
{
円
僚
群
に
よ
っ
て
、
徹
底
的

に
支
配
さ
れ
て
い
た
都
市
に
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
な
設
展
は
不
可
能
で
あ
っ
た
の

だ
と
結
ん
で
い
る
。

八
、
「
中
闘
の
首
都
に
お
け
る
マ
ル
コ
ポ

l
ロ

Z
P
R
C
司

D
F
Z
Pぬ
の
守

-vE
一口問。
y
g
E

こ
れ
は
五
七
年
に
設
表
さ
れ
た
も
の
で
、
原
題
の
首
都

と
い
う
の
は
、
南
宋
の
杭
州
を
指
す
。
内
容
の
方
も
、
マ
ル
コ
ボ

l
ロ
を
主
題

と
し
な
が
ら
、
こ
の
商
洋
人
の
目
に
寓
っ
た
杭
州
、
首
時
の
世
界
的
な
都
市
と

し
て
の
杭
州
に
つ
い
て
詳
述
し
て
い
る
。
史
料
も
堕
官
固
に
引
用
さ
れ
、
夢
梁

的
娘
、
都
成
紀
勝
、
武
林
郁
事
、
乾
道
・

淳
一
桁
・
成
淳
三
臨
安
志
な
ど
が
使
わ

れ
、
さ
ら
に
桑
原
・
加
藤
雨
氏
を
は
じ
め
、
日
本
、
中
閥
、
西
洋
の
聞
学
者
の
研

究
も
利
用
さ
れ
て
、
首
時
の
杭
州
の
姿
を
浮
彫
り
に
し
て
い
る
。
し
か
し
、
恐

ら
く
ハ
ラ

l
ジ
ュ
は
見
て
い
る
に
違
い
な
い
曾
我
部
氏
の
「
開
封
と
杭
州
」
が

注
の
中
に
見
笛
ら
な
い
の
は
ど
う
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

八
、
「
四
・
五
世
紀
中
国
に
お
け
る
土
地
所
有
制
の
設
展
開
d

邑
ロ
ピ

3
0同

F
S
ι
O唱
ロ
巾
岡
田
}
己
旬
日
明
。
ロ
円

5
3
ι
司
広

F
-
n
g
z
q
(
U
E
E」
こ
れ
は

五
三
年
に
護
表
さ
れ
た
論
文
で
あ
り
、
翌
五
四
年
に
は
、

九
、
「
四
J
十
四
世
紀
中
閣
の
土
地
所
有
制

F
S
ι
c
z
z
a
E
t
=

。E
E

同
5
5
5巾
司

2
2
7
S
F
o
p
E
2
2
2
r

。g
gミ
」
を
滋
表
し
た
。

こ
の
二
論
文
は
、
本
書
に
お
け
る
パ
ラ
l
ジ
ュ
の
土
地
制
度
史
に
闘
す
る
導
論

で
、
激
多
く
の
史
料
の
引
用
と
、
諸
家
の
論
文
の
参
照
と
に
よ
っ
て
、
長
篇
で

は
あ
る
け
れ
と
も
、
中
園
の
土
地
制
度
史
を
よ
く
把
握
し
て
い
る
と
恩
わ
れ

る
。
内
容
は
夫
々
の
題
目
に
拘
泥
せ
ず
、
八
は
南
北
朝
か
ら
隔
に
至
る
ま
で

を
、
九
は
唐
以
後
、
特
に
唐
の
均
田
制
を
重
鮎
的
に
述
べ
て
い
る
が
、
均
田
制

以
下
の
諸
制
度
に
、
ど
こ
ま
で
質
施
さ
れ
た
か
甚
だ
疑
問
で
あ
る
と
し
な
が

ら
、
詳
し
い
表
を
示
し
た
り
し
て
、
史
料
上
の
賞
君
臨
は
相
嘗
進
め
て
い
る
。
そ

し
て
、
均
回
制
に
闘
し
て
、
こ
の
中
世
的
な
、
作
り
話
的
な
土
地
の
卒
均
分
配

は
八
世
紀
中
頃
に
山
間
癒
し
た
。
そ
し
て
、
大
土
地
所
有
は
、
土
地
を
無
数
の
小

部
分
に
分
割
し
そ
れ
を
小
作
人
に
貸
し
て
耕
作
さ
せ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
の

所
有
制
の
形
態
と
耕
作
の
方
法
は
、
以
後
最
近
ま
で
の
土
地
所
有
制
の
設
展
に

封
す
る
決
定
的
な
要
素
に
な
っ
た
と
言
う
。
最
近
の
賀
昌
翠
の
著
書
な
ど
と
比

較
す
る
と
、
南
北
朝
の
土
地
問
題
に
つ
い
て
は
、
い
つ
も
感
じ
る
事
で
あ
る

が
、
質
際
に
こ
の
テ
l
マ
に
従
事
し
な
い
者
に
と
っ
て
、
北
朝
偏
重
の
傾
向
が

気
に
な
っ
て
仕
方
が
な
い
。

〔第
二
部
〕
十
、
「
官
僚
制
研
究
の
手
引
き
と
し
て
の
康
史

Z
E
c
q
g
曲

。E含
g
回

5
2
E
n
g
Z
P
R
E
n
t
-」
れ
は
六
一
年
の
論
文
で
、
題
名
通

り
、
中
関
史
研
究
者
へ
の
一
般
的
な
手
引
き
で
あ
り
、
も
っ
と
は
っ
き
り
言
え

ば
、
史
籍
解
題
で
あ
る
。
麗
代
正
史
の
紀
・
停
・
表
・
士
心
(
書
〉
の
説
明
を
は

じ
め
、
類
書
・
政
書
な
ど
を
表
や
分
類
を
駆
使
し
て
説
明
し
て
い
る
。

十
一
、
「
中
闘
の
侍
統
と
革
命
、
H
，
g品
目
ご

g

g仏
河

2
0
z
z
cロ
5

円

U
7
5
巴

こ
れ
は
五
四
年
の
論
文
で
あ
る
。
中
園
の
枇
曾
階
級
は
、
農
民
・
商
工
民
・
官

僚
に
三
大
別
さ
れ
、
吐
合
同
の
指
導
者
と
し
て
の
官
僚
は
儒
教
を
採
用
し
た
が
、

一
方
道
教
は
、
常
に
、
欲
求
不
満
分
子
と
農
民
暴
動
に
利
用
さ
れ
た
。
し
か
し

ど
ち
ら
も
失
わ
れ
た
幾
園
の
幻
影
を
追
う
事
を
第
一
義
と
す
る
黙
に
於
い
て
頑

固
に
保
守
的
・
侍
統
的
で
あ
り
、
ま
た
歴
代
王
朝
が
冒
険
家
や
農
民
の
勝
利
者

に
よ
っ
て
創
始
さ
れ
て
も
、
や
が
て
官
僚
群
が
園
家
機
構
を
濁
占
す
る
と
言
う
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動
き
は
1

い
つ
も
繰
り
返
さ
れ
る
が
、
こ
れ
こ
そ
革
命
の
得
統
的
な
型
で
あ
る

と
い
う
二
鮎
を
強
調
し
、
論
文
の
後
半
は
近
代
史
、
す
な
わ
ち
園
民
篤
と
共
産

黛
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
。

〔
第
三
部
〕
十
二
、

「
曹
操
の
歌
づ
き

ω
O
口問印

S
吋
凹
〆
O
吋
∞

.8」
こ

れ

は
三
七
年
の
論
文
で
、
曹
操
の
「
秋
胡
行
」
の
解
説
と
線
謬
を
行
っ
た
も
の
。

な
お
、
こ
の
歌
は
吉
川
幸
次
郎
氏
コ
ニ
園
志
貫
録
」
に
も
一
部
が
載
せ
ら
れ
て

い
る
。

十
三
、
「
漢
代
末
期
の
政
治
哲
撃
と
枇
曾
危
機

MVD-EE}

ヨニ
g
o
Z可
同
三

ωonE-
の己
的
窃
民

同r
m
開口仏

C
間
同
町
市
出
回
ロ
ロ
可ロ由回
同M
こ

こ

れ

は

四

九
年
に
そ
れ
ま
で
の
二
つ
の
講
議
録
を
ま
と
め
た
も
の
で
、
後
漢
末
期
の
黄
巾

の
鋭
か
ら
曹
操
の
撞
頭
に
到
る
概
読
を
し
た
後
、
王
符
の
潜
夫
論
、
雀
寒
の
政

論
、
仲
長
統
の
園
田
言
を
、
こ
の
時
代
の
思
想
の
三
傾
向
、
即
ち
「
隠
者
の
祉
舎

批
判
門
」
・
「
法
家
主
義
復
興
の
試
み
」
・
「
狂
人
の
昌
言
L

を
一が
す
も
の
で
あ
り
、

特
に
仲
長
統
に
見
え
る
「
皮
肉
な
権
威
主
義
と
道
教
的
詩
情
と
侍
統
へ
の
反
抗

の
混
合
こ
そ
、
三
世
紀
の
知
的
傾
斜
の
主
流
を
前
兆
す
る
も
の
で
あ
る
」
と
い

久
ノ
。
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十
四
、
「
虚
無
的
反
抗
と
紳
秘
的
逃
避

ZE--En
pw〈
O
F
O
H
Z
3
去
と

何回口
3
2
5」
こ
れ
は
四
八
年
の
論
文
で
「
三
世
紀
中
閣
に
お
け
る
思
想
の

流
れ
」
と
い
う
副
題
が
示
す
通
り
、
論
文
十
三
の
綴
き
で
あ
る
。
王
戎

・
王
街

・
王
澄
な
ど
の
他
婆
頓
に
つ
い
て
詳
論
し
た
後
、
「
連
綴
す
る
国
家
の
鼠
填
で
、

最
も
得
を
し
た
の
は
悌
数
で
あ
り
、
あ
の
混
飢
の
中
で
は
正
に
救
世
的
信
仰
と

な
っ
た
」
と
言
う
。

十
五
、
寸
中
闘
の
最
初
の
唯
物
論
者
、

E
m
E
E
(
U
E
5
8
沼田

Z
E
-
E」

こ
れ
は
三
二
年
に
護
表
さ
れ
た
論
文
で
、
中
閣
の
最
初
の
唯
品
物
論
者
は
部
績
で

あ
り
、
、
そ
の
甲
箱
山
は
一
紳
滅
論
に
寛
え
る
。
活
線
は
同
時
代
人
の
梯
教
に
劃
す
る

議
論
と
い
う
だ
け
で
は
な
く
、
そ
の
唯
物
思
想
家
と
し
て
こ
そ
、
大
い
な
る
債

値
を
奥
え
る
べ
き
だ
と
言
う
。
そ
し
て
梁
書
の
渇
績
停
に
見
え
る
榊
滅
論
を
弘

明
集
を
参
照
し
な
が
ら
続
調
押
し
て
い
る
。
早
く
一
九
三
二
年
に
唯
物
論
者
と
し

て
渇
綴
を
取
り
上
げ
た
こ
と
は
高
く
許
債
さ
れ
て
よ
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

十
六
、
「
王
安
石
の
先
駆
者
〉

3
5
2
5
2
0向
者

gm
〉ロ・
ω
E
Y」

こ
れ
は
三
三
年
の
論
文
で
、
主
安
石
の
先
駆
者
と
は
李
観
を
指
す
。
王
安
石
の

新
法
は
、
中
閣
の
髄
質
改
善
策
の
最
も
急
進
的
な
も
の
の
一
つ
で
あ
る
が
、
彼

以
前
に
同
じ
程
度
に
急
進
的
改
革
を
考
え
て
い
た
の
が
李
観
で
あ
る
と
し
べ
李

観
の
文
集
を
介
し
て
「
富
園
」
「
強
兵
」
の
二
策
に
つ
い
て
詳
述
し
て
い
る
。

以
上
、
順
を
追
う
て
紹
介
し
て
き
た
が
、
特
に
第
三
部
に
つ
い
て
は
、
筆
者

の
責
を
全
う
し
て
い
な
い
こ
と
を
痛
感
す
る
。
叉
、
批
許

・
紹
介
の
場
で
、
紹

介
に
終
始
し
た
こ
と
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
る
。
さ
ら
に
紹
介
に
つ
い
て
も
、

パ
ラ
l
ジ
ュ
の
本
意
を
十
分
汲
み
取
れ
な
か
っ
た
所
も
多
々
あ
る
と
思
わ
れ

る
。
興
味
の
あ
る
方
は
ど
う
か
、
原
本
を
讃
破
さ
れ
る
よ
う
お
願
い
し
た
い
。

最
後
に
感
想
で
あ
る
が
、
我
園
の
一
部
の
研
究
者
の
中
に
は
、
西
洋
人
の
中

園
研
究
を
あ
ま
り
許
債
し
な
い
人
が
居
る
が
、
こ
の
パ
ラ
ー
ジ
ュ
だ
け
に
つ
い

て
み
て
も
、
決
し
て
そ
う
で
は
な
い
。
史
料
の
讃
解
力
に
つ
い
て
み
て
も
、
決

し
て
劣
っ
て
い
な
い
し
、
そ
れ
以
上
に
、
抽
総
合
的
な
仮
定
と
推
論
と
質
詮
的
剣

断
に
於
い
て
優
れ
て
い
る
。
史
料
の
誤
靖
棋
を
指
摘
す
る
以
前
に
、
我
々
が
取
り

上
げ
て
考
え
る
べ
き
黙
が
相
嘗
あ
る
よ
う
に
恩
わ
れ
る
。
今
一
つ
は
、
技
術
的

な
問
題
で
あ
る
が
、
中
国
音
の

ロ
l
マ
ナ
イ
ズ
は
、
併
立
田
方
式
に
統
一
す
べ
き

で
は
な
か
ろ
う
か
。

本
書
に
接
し
て
、
新
た
に
パ
ラ
l
ジ
ュ
の
急
逝
が
惜
し
ま
れ
る
の
で
あ
る
。

(
衣
川
強
〉
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