
本
田
義
寿
氏
の
遺
著
が
、
逝
去
後
一
年
余
り
を
経
て
、
友
人
の
方
々
の
手

に
よ
っ
て
ま
と
め
ら
れ
、
昨
年
五
月
に
刊
行
さ
れ
た
。

氏
は
本
書
に
収
録
さ
れ
た
諸
論
文
に
お
い
て
、
歌
の
詞
章
と
い
う
言
語
表

現
に
は
音
楽
が
伴
っ
て
い
る
こ
と
、
そ
し
て
そ
の
背
後
に
は
所
作
の
あ
っ
た

こ
と
を
論
じ
よ
う
と
さ
れ
た
。
「
言
語
詞
章
」
と
「
劇
的
所
作
」
と
い
う
用
語

が
そ
れ
で
あ
る
。
こ
れ
は
ハ
リ
ソ
ン
が
ギ
リ
シ
ア
演
劇
の
研
究
を
お
こ
な
っ

た
際
に
そ
の
中
心
に
置
い
た
二
つ
の
概
念
で
あ
る
。
氏
の
多
用
す
る
「
伝
承
」

と
「
伝
諦
」
と
い
う
概
念
も
こ
こ
に
か
か
わ
る
。
氏
の
用
い
る
「
伝
承
」
と

い
う
用
語
の
概
念
は
、
一
般
に
い
う
も
の
と
は
異
な
っ
て
、
氏
独
自
の
も
の

で
あ
る
。
氏
は
「
伝
承
」
を
、
「
言
語
詞
章
」
が
「
劇
的
所
作
」
を
伴
っ
て
伝

え
ら
れ
て
い
る
も
の
を
い
う
と
規
定
し
、
「
伝
謂
」
は
「
言
語
詞
章
」
の
み

が
伝
え
ら
れ
て
い
る
も
の
を
い
う
と
規
定
さ
れ
る
（
氏
は
こ
の
「
伝
謂
」
を

デ
ン
ジ
ュ
と
訓
ん
で
お
ら
れ
た
）
。
こ
の
よ
う
な
演
劇
的
要
素
が
伴
っ
て
い

た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
古
く
は
橘
守
部
、
近
代
に
入
っ
て
は
土
居
光
知
な
ど
、

最
近
で
は
植
松
茂
、
内
藤
磐
な
ど
の
諸
氏
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
論
じ
ら
れ
て

き
た
が
、
本
田
氏
は
古
代
文
学
の
諸
現
象
、
と
り
わ
け
文
学
史
の
上
で
着
目

故
本
田
義
寿
著
『
記
紀
万
葉
の
伝
承
と
芸
能
』

書
評故

本
田
義
寿
著
「
記
紀
万
葉
の
伝
承
と
芸
能
」

さ
れ
る
諸
問
題
に
つ
い
て
、
こ
の
よ
う
な
芸
能
的
側
面
か
ら
一
貫
し
て
、
と

き
に
は
大
胆
に
、
論
じ
よ
う
と
さ
れ
た
。

本
書
は
、
記
紀
編
・
万
葉
編
の
二
つ
か
ら
な
る
。

Ｉ
記
紀
編
は
七
つ
の
論
文
で
構
成
さ
れ
て
い
る
。

そ
の
冒
頭
に
掲
げ
ら
れ
た
．
片
歌
」
管
見
」
は
氏
の
こ
の
よ
う
な
問
題

意
識
の
鮮
明
に
あ
ら
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
従
来
、
「
片
歌
」
と
記
さ
れ
た
も

の
と
い
わ
ゆ
る
片
歌
形
式
の
も
の
と
は
区
別
さ
れ
な
い
で
論
じ
ら
れ
て
き
た

が
、
氏
は
そ
の
別
を
説
き
、
「
片
歌
」
と
記
さ
れ
た
も
の
は
記
紀
編
者
が
言

語
詞
章
の
背
後
に
あ
る
劇
的
所
作
を
も
表
そ
う
と
し
て
の
こ
と
で
あ
っ
た
と

し
、
併
せ
て
「
長
歌
十
片
歌
」
形
式
の
諦
詠
に
お
い
て
、
片
歌
が
杼
情
的
部

分
を
担
う
も
の
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る
。
こ
の
論
文
は
、
本
書
第
一
編
の
い
わ

ば
総
論
に
あ
た
る
も
の
と
し
て
ふ
さ
わ
し
い
。

以
下
の
各
論
も
系
統
的
に
配
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
は
編
纂
に
携
わ
ら
れ
た

方
々
に
よ
る
も
の
で
も
あ
ろ
う
が
、
一
方
で
本
田
氏
が
強
い
体
系
化
の
意
志

を
も
っ
て
諸
論
を
執
筆
さ
れ
て
き
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
も
あ
ろ
う
。
、

「
高
佐
士
野
の
伝
承
」
で
は
、
古
事
記
の
叙
述
の
微
妙
な
差
異
を
手
が
か

一
ハ
一
一
・
一
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り
に
、
記
さ
れ
な
い
聖
婚
儀
礼
の
秘
儀
と
し
て
の
芸
能
の
存
在
に
分
け
入
ろ

う
と
さ
れ
る
。
氏
は
、
こ
こ
で
は
神
武
天
皇
条
の
皇
后
選
定
の
部
分
を
取
り

上
げ
、
こ
れ
が
「
通
過
儀
礼
の
一
環
と
し
て
の
婚
約
・
結
婚
の
一
つ
の
規
範

と
な
る
べ
き
伝
承
」
（
二
五
頁
）
と
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
と
し
て
お
ら
れ

る
。
そ
し
て
、
古
事
記
の
叙
述
に
「
神
の
御
子
」
が
繰
り
返
さ
れ
る
こ
と
に

注
目
し
、
観
客
へ
の
登
場
人
物
を
紹
介
す
る
場
面
で
あ
る
こ
と
を
窺
わ
せ
る

と
解
さ
れ
る
。
こ
こ
で
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
通
過
儀
礼
、
と
り
わ
け
成
年

式
は
、
以
下
の
諸
論
に
お
い
て
も
、
祭
式
か
ら
展
開
し
た
芸
能
の
中
心
的
な

場
と
し
て
、
氏
の
理
論
の
要
素
の
ひ
と
つ
と
な
っ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

「
履
中
記
の
歌
謡
伝
承
」
で
は
、
履
中
天
皇
条
の
墨
江
中
王
の
反
逆
の
部

分
を
取
り
上
げ
、
そ
の
王
の
反
逆
を
反
祝
祭
的
要
素
と
み
、
こ
れ
を
克
服
し

石
上
で
の
祝
祭
に
至
る
過
程
を
描
い
た
も
の
と
論
じ
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
こ

れ
が
古
事
記
の
な
か
で
「
成
年
式
の
規
範
的
な
も
の
」
（
三
三
頁
）
と
し
て

位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
と
し
て
お
ら
れ
る
。

「
ア
キ
ヅ
ノ
の
伝
承
の
芸
能
的
側
面
」
で
は
、
雄
略
天
皇
の
狩
猟
の
結
果

が
何
も
記
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
に
つ
い
て
、
そ
こ
に
は
言
語
詞
章
と
は
劇
的

所
作
が
伴
っ
て
い
た
か
ら
こ
そ
当
時
の
享
受
者
に
は
了
解
さ
れ
た
の
だ
ろ
う

と
し
、
そ
の
芸
能
の
場
面
構
成
を
推
定
し
よ
う
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
に
は

氏
の
ョ
ト
ロ
ッ
パ
舞
踊
に
通
じ
た
目
が
如
何
な
く
発
揮
さ
れ
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
論
で
注
意
さ
れ
る
の
は
、
記
紀
の
叙
述
の
相
違
に
注
意

し
つ
つ
、
次
の
よ
う
に
い
わ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

：
：
：
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
、
古
事
記
に
そ
の
伝
承
の
原
形
を
と
ど
め
る

べ
く
努
め
た
痕
跡
が
み
え
る
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
し
か
し
そ
の
伝

言

承
の
実
体
は
ど
ち
ら
か
一
方
に
よ
っ
て
確
か
め
ら
れ
る
と
い
う
の
で
は
な

く
、
両
者
を
通
し
て
は
じ
め
て
い
く
ら
か
の
部
分
が
薄
明
の
な
か
に
う
か

び
あ
が
る
と
い
え
る
程
度
で
あ
ろ
う
。
（
五
七
頁
）

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
氏
は
、
記
紀
が
資
料
と
し
た
も
の
が
芸
能
の
台
本
的
性
格

を
も
ち
、
古
事
記
は
日
本
書
紀
に
比
し
て
積
極
的
に
そ
れ
を
留
め
よ
う
と
し

た
と
お
考
え
だ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

「
ア
キ
ヅ
ノ
と
ア
キ
ヅ
シ
マ
」
は
、
前
章
の
論
を
受
け
て
の
も
の
で
、
こ

の
記
紀
の
歌
謡
が
、
秋
の
季
節
祭
式
の
原
伝
承
を
含
み
つ
つ
、
聖
域
ア
キ
ヅ

ノ
の
地
名
起
源
を
語
る
頌
歌
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る
。

「
雄
略
と
衰
杼
比
売
の
伝
承
」
で
は
、
こ
れ
が
「
雄
略
と
衰
杼
比
売
を
主

題
と
」
す
る
「
秋
の
季
節
祭
式
に
か
か
わ
る
収
穫
感
謝
祭
的
儀
礼
で
あ
り
、

聖
婚
を
含
む
予
祝
儀
礼
で
あ
っ
た
」
（
七
六
頁
）
と
想
定
さ
れ
る
。
そ
の
聖

婚
の
主
人
公
と
し
て
雄
略
が
選
ば
れ
た
の
は
、
神
秘
的
能
力
を
持
つ
も
の
と

し
て
の
印
象
あ
る
ワ
カ
タ
ケ
の
名
前
を
有
し
て
い
る
か
ら
だ
と
さ
れ
る
。
そ

し
て
、
前
章
の
論
文
で
も
そ
う
で
あ
づ
た
が
、
説
話
の
構
成
を
演
劇
的
場
面

構
成
か
ら
説
明
し
よ
う
と
し
て
お
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
、
金
鋤
の
岡
の
場
面

が
舞
唱
組
曲
の
序
曲
、
長
谷
の
豊
楽
の
場
面
第
一
場
天
語
歌
の
歌
唱
は
祝
典

の
讃
歌
、
そ
し
て
第
二
場
の
哀
杼
比
売
の
登
場
は
女
性
花
形
舞
唱
手
の
登
場

で
あ
り
、
そ
こ
で
う
た
わ
れ
る
歌
は
雄
略
と
哀
杼
比
売
と
の
共
鰹
の
舞
唱
の

た
め
の
歌
謡
で
あ
る
と
い
う
よ
う
に
。
そ
こ
で
は
、
収
穫
感
謝
祭
式
が
そ
の

場
と
し
て
想
定
さ
れ
、
さ
ら
に
西
欧
の
歌
劇
か
ら
菰
緯
的
に
そ
の
構
成
が
想

定
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

「
軽
太
子
と
衣
通
王
の
伝
承
」
で
は
、
「
歌
」
と
「
振
」
と
の
違
い
に
つ
い

令一

ノ、
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一
一
一

て
、
前
者
は
「
言
語
詞
章
」
を
主
と
す
る
歌
唱
曲
で
あ
る
の
に
対
し
、
後
者

は
「
劇
的
所
作
と
言
語
詞
章
が
融
合
し
て
い
る
舞
唱
曲
」
で
あ
る
と
さ
れ
、

「
ｌ
振
」
の
曲
名
の
歌
を
多
く
持
つ
こ
の
伝
承
が
所
作
を
伴
う
も
の
で
あ
っ

た
と
推
定
し
て
お
ら
れ
る
。
さ
ら
に
、
ハ
リ
ソ
ン
の
「
舞
唱
す
る
場
所
」
と

「
観
る
場
所
」
と
の
分
離
の
説
を
踏
ま
え
て
、
「
観
る
場
所
」
の
人
々
が
こ

の
伝
承
を
享
受
す
る
際
の
心
の
動
き
を
想
定
し
、
前
章
同
様
、
そ
の
構
成
を

想
定
さ
れ
る
。

Ⅱ
万
葉
編
は
十
編
の
論
文
よ
り
成
る
。
こ
の
編
の
前
半
の
五
つ
の
論
文
は

万
葉
集
全
巻
の
規
範
と
な
っ
た
巻
一
・
二
の
巻
頭
・
巻
末
（
原
本
部
・
増
補

部
を
含
め
て
の
）
に
か
か
わ
る
歌
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
ら
が
い

ず
れ
も
所
作
を
伴
っ
た
も
の
で
あ
り
、
芸
能
的
に
整
備
さ
れ
た
こ
れ
ら
の
歌

が
巻
頭
を
飾
り
、
一
巻
を
締
め
括
る
も
の
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る
。
氏
の
こ
の

よ
う
な
論
は
優
れ
た
万
葉
編
纂
論
で
も
あ
っ
た
。
ま
た
、
後
半
五
編
の
う
ち
、

最
後
の
三
つ
の
論
文
は
高
橋
虫
麻
呂
の
歌
に
つ
い
て
の
も
の
で
あ
る
。
氏
は

虫
麻
呂
の
歌
に
つ
い
て
劇
的
所
作
と
言
語
詞
草
と
を
融
合
さ
せ
た
も
の
と
し

て
評
価
し
よ
う
と
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
を
長
歌
の
変
遷
の
な
か
に
お
い

て
位
置
づ
け
よ
う
と
し
て
お
ら
れ
る
。
そ
こ
に
は
、
文
学
史
の
把
握
に
芸
能

的
要
素
を
か
か
わ
ら
せ
た
氏
独
自
の
視
点
が
光
っ
て
い
る
。

最
初
に
置
か
れ
た
「
万
葉
集
巻
頭
歌
の
芸
能
的
側
面
」
で
は
、
万
葉
集
巻

一
巻
頭
歌
と
し
て
ふ
さ
わ
し
い
は
ず
の
雄
略
天
皇
歌
が
求
婚
の
成
功
を
言
語

詞
章
と
し
て
表
し
て
い
な
い
の
は
、
そ
れ
以
外
の
部
分
、
即
ち
劇
的
所
作
と

し
て
表
し
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
、
「
琴

な
ど
の
楽
器
を
伴
奏
と
す
る
舞
踊
に
よ
っ
て
象
徴
的
に
示
さ
れ
た
」
（
二

故
本
田
義
寿
著
『
記
紀
万
葉
の
伝
承
と
芸
能
』

五
頁
）
と
想
像
し
て
お
ら
れ
る
。
ま
た
、
こ
の
よ
う
な
様
式
は
「
長
歌
十
短

歌
」
様
式
の
源
流
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る
。

「
「
磐
姫
皇
后
思
天
皇
御
作
歌
」
の
背
景
」
で
は
、
巻
二
巻
頭
歌
群
の
第

一
首
が
軽
太
子
と
軽
太
郎
女
の
悲
恋
の
伝
承
と
か
か
わ
る
こ
と
を
手
が
か
り

に
、
こ
の
四
首
が
詠
唱
を
中
心
と
す
る
舞
唱
組
曲
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る
。
こ

こ
で
、
「
う
ち
な
び
く
わ
が
黒
髪
」
に
つ
い
て
考
察
を
加
え
ら
れ
、
そ
の
こ

と
か
ら
「
こ
の
巻
二
巻
頭
の
一
連
は
、
後
の
時
代
の
も
の
で
あ
る
と
は
い
え
、

伝
謂
歌
と
し
て
古
代
風
に
構
成
さ
れ
た
、
あ
る
い
は
古
代
を
万
葉
の
現
代
の

享
受
者
の
観
賞
に
耐
え
得
る
よ
う
に
再
構
成
さ
れ
た
も
の
」
（
三
一
三
頁
）
と

い
わ
れ
る
。
こ
こ
に
は
こ
の
歌
群
成
立
の
時
期
に
目
を
置
い
て
同
時
代
的
に

読
も
う
と
す
る
氏
の
姿
勢
が
う
か
が
わ
れ
よ
う
。

「
「
山
辺
御
井
作
歌
」
小
考
」
で
は
、
巻
一
巻
末
に
あ
る
歌
群
左
注
の
疑

問
あ
る
歌
を
、
舞
唱
組
曲
を
構
成
す
る
古
歌
と
み
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
解
こ

う
と
さ
れ
る
。
こ
の
歌
群
は
山
辺
御
井
を
讃
頌
す
る
場
で
歌
わ
れ
た
も
の
で

あ
り
、
ま
た
こ
こ
に
そ
の
名
が
み
え
る
長
田
王
は
そ
の
舞
唱
の
先
導
者
で
あ

っ
た
と
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
祝
儀
性
を
も
っ
て
い
る
こ
と
が
巻

一
を
締
め
括
る
に
ふ
さ
わ
し
い
も
の
と
し
て
巻
末
に
置
か
れ
た
の
だ
と
説
い

て
お
ら
れ
る
。

「
藤
原
宮
讃
歌
と
志
貴
皇
子
」
で
は
、
藤
原
宮
御
井
歌
に
み
え
る
整
備
さ

れ
た
対
句
表
現
を
舞
踊
の
所
作
と
の
関
連
と
い
う
側
面
か
ら
捉
え
よ
う
と
し
、

こ
の
歌
群
が
藤
原
宮
役
民
歌
は
男
性
群
舞
の
舞
唱
、
志
貴
皇
子
の
歌
は
詠
唱

ま
た
は
独
舞
、
藤
原
宮
御
井
歌
は
女
性
群
舞
の
舞
唱
と
い
う
組
曲
で
あ
っ
た

と
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
志
貴
皇
子
が
巻
一
の
編
纂
に

六
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携
わ
っ
て
い
た
こ
と
を
示
唆
さ
れ
る
。

「
万
葉
集
に
お
け
る
「
長
歌
十
短
歌
」
の
様
式
」
で
は
、
長
反
歌
形
式
の

歌
の
う
ち
頭
書
に
「
短
歌
」
と
あ
る
も
の
に
つ
い
て
、
そ
れ
が
言
語
詞
章
と

劇
的
所
作
の
融
合
し
た
古
代
歌
謡
以
来
の
伝
統
を
継
承
し
つ
つ
芸
能
的
に
整

備
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
と
説
か
れ
る
。
叙
唱
的
性
格
を
も
つ
長
歌
に
お
い

て
そ
の
心
情
が
杼
情
的
に
高
ま
り
を
見
せ
る
と
こ
ろ
に
詠
唱
的
性
格
を
も
つ

短
歌
の
あ
ら
わ
れ
る
必
然
性
が
あ
る
と
さ
れ
る
。

「
「
献
舎
人
皇
子
歌
」
と
「
舎
人
皇
子
御
歌
」
」
で
は
、
「
献
」
と
あ
る
歌

に
つ
い
て
、
そ
れ
は
「
親
愛
な
相
互
関
係
の
中
で
敬
愛
の
情
を
「
風
流
」
に

表
現
す
る
場
の
も
の
で
あ
り
、
遊
戯
性
・
音
楽
性
・
芸
能
性
な
ど
を
総
合
的

に
含
む
も
の
」
（
一
七
七
頁
）
で
あ
っ
た
と
い
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
「
献
舎
人

皇
子
歌
」
群
の
構
成
は
季
節
祭
式
・
成
年
式
の
場
を
背
景
と
す
る
求
婚
、
そ

し
て
そ
れ
に
か
か
わ
る
忍
耐
と
問
題
の
解
決
、
さ
ら
に
婚
約
の
成
立
と
い
う

流
れ
に
沿
っ
た
舞
唱
曲
に
か
か
わ
る
も
の
と
さ
れ
、
「
舎
人
皇
子
御
歌
」
が

結
婚
の
歓
喜
を
歌
う
も
の
で
あ
っ
た
と
し
て
お
ら
れ
る
。

「
大
伴
坂
上
郎
女
の
旋
頭
歌
」
で
は
、
「
一
見
民
謡
風
な
歌
い
ぶ
り
を
示
し

な
が
ら
、
享
受
者
と
の
関
係
に
お
い
て
杼
惰
性
を
含
ま
せ
よ
う
と
す
る
「
民

謡
と
杼
情
詩
の
中
間
」
的
な
位
置
に
あ
っ
て
、
「
風
流
」
と
い
う
方
向
に
傾

こ
う
と
す
る
意
識
を
考
え
て
よ
い
」
（
一
九
六
頁
）
と
し
て
お
ら
れ
る
。
こ

こ
で
、
氏
が
「
風
流
」
へ
の
動
き
に
注
目
さ
れ
る
の
は
、
こ
の
時
期
の
文
化

と
し
更
こ
の
期
に
頻
出
す
る
「
風
流
」
と
い
う
語
（
芸
能
の
整
備
、
知
識

と
か
か
わ
る
）
を
意
識
さ
れ
て
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
こ
こ
で
は
、
創

作
と
享
受
と
い
う
問
題
の
意
識
化
、
顕
在
化
と
し
て
も
捉
え
ら
れ
て
い
る
。

一
ハ
ー
ハ

「
高
橋
虫
麻
呂
伝
説
歌
小
考
」
で
は
、
彼
が
「
伝
説
を
そ
の
ま
ま
語
り
継

い
だ
の
で
は
な
く
」
「
も
と
通
過
儀
礼
の
、
特
に
成
年
式
に
か
か
わ
っ
た
で

あ
ろ
う
物
語
を
、
祭
式
性
の
場
の
限
定
を
残
し
な
が
ら
も
、
今
の
世
の
男
と

女
と
の
か
か
わ
り
に
お
い
て
再
構
成
し
た
」
（
二
○
三
頁
）
と
さ
れ
る
。
そ

の
伝
説
歌
の
着
衣
と
所
作
の
表
現
か
ら
、
劇
的
所
作
が
伴
っ
て
い
た
こ
と
を

推
定
さ
れ
、
さ
ら
に
、
分
離
し
た
観
る
場
所
に
お
い
て
、
舞
唱
す
る
場
所
を

も
包
括
す
る
共
同
の
集
団
的
杼
情
を
歌
い
あ
げ
た
も
の
（
し
た
が
っ
て
そ
の

歌
は
土
俗
的
で
生
活
に
密
着
し
た
も
の
と
な
る
）
と
し
、
「
祭
式
と
伝
説
、

そ
し
て
文
芸
と
そ
れ
ら
が
と
も
に
成
立
す
る
と
こ
ろ
の
実
人
生
と
の
関
係
を
、

虫
麻
呂
は
通
過
儀
礼
に
か
か
わ
る
男
と
女
の
諸
相
に
認
め
た
」
（
一
二
○
頁
）

と
説
か
れ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
ら
の
伝
説
歌
を
「
無
常
な
る
こ
の
世
の
愛
の

諸
相
を
、
は
か
な
く
も
美
し
い
純
な
る
も
の
と
し
て
構
成
し
た
」
（
一
二
四

頁
）
と
い
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
論
文
は
、
本
書
に
収
録
さ
れ
た
も
の
の
な
か
で
は
最
も
早
い
も
の
で

あ
る
。
歌
人
論
と
し
て
も
本
格
的
な
も
の
で
あ
る
が
、
注
目
さ
れ
る
の
は
、

本
書
で
展
開
さ
れ
る
論
理
が
こ
こ
に
、
す
べ
て
と
い
っ
て
い
い
ほ
ど
、
み
え

て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
氏
は
、
蓄
積
さ
れ
て
い
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
や
日
本
の
演

劇
・
舞
踊
な
ど
に
つ
い
て
知
識
を
も
と
に
理
論
化
さ
れ
、
こ
こ
に
示
さ
れ
た

の
で
あ
り
、
以
後
そ
の
理
論
を
各
種
の
作
品
に
つ
い
て
実
証
し
具
体
化
し
よ

う
と
さ
れ
た
と
捉
え
ら
れ
よ
う
。

「
高
橋
虫
麻
呂
の
旋
頭
歌
」
で
は
、
前
章
の
論
文
に
続
い
て
執
筆
さ
れ
た

も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
を
補
足
し
つ
つ
、
こ
の
旋
頭
歌
が
常
陸
国
庁
で
の
饗

宴
の
場
で
歌
わ
れ
た
こ
と
を
想
定
し
て
理
解
し
よ
う
と
さ
れ
る
。
そ
し
て
、



聞
き
手
と
の
関
係
の
な
か
で
、
民
謡
的
発
想
と
い
う
基
本
形
式
に
従
い
つ
つ
、

妻
へ
の
愛
慕
の
情
を
こ
め
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。

「
「
見
河
内
大
橋
独
去
娘
子
歌
」
管
見
」
は
、
氏
が
最
後
に
執
筆
さ
れ
た

論
文
で
あ
る
。
こ
の
論
文
も
歌
の
芸
能
的
把
握
か
ら
の
位
置
づ
け
が
な
さ
れ

る
。
こ
の
時
期
に
顕
著
に
な
っ
た
「
風
流
」
の
意
識
に
よ
っ
て
、
舞
唱
す
る

場
所
と
の
分
離
が
促
さ
れ
た
と
し
、
こ
の
歌
は
そ
の
よ
う
な
芸
能
化
さ
れ
た

歌
垣
の
華
麗
な
印
象
を
重
ね
て
芸
能
的
に
構
成
さ
れ
て
い
ろ
と
述
べ
ら
れ

プ
。
○

以
上
、
本
書
の
論
述
に
沿
い
つ
つ
、
氏
の
説
か
れ
た
と
こ
ろ
を
辿
っ
て
み

↑
卜
。

万
葉
集
の
歌
は
一
面
に
お
い
て
た
し
か
に
杼
情
詩
で
あ
る
。
し
か
し
、

そ
の
杼
情
詩
観
の
立
場
か
ら
み
る
こ
と
は
、
万
葉
集
の
時
代
と
何
の
か
か

わ
り
も
な
い
歌
と
し
て
理
解
す
る
と
い
う
あ
や
ま
ち
を
お
か
す
こ
と
に
他

な
ら
な
い
。
（
二
二
一
頁
）

本
田
氏
は
、
こ
う
説
か
れ
た
が
、
こ
の
よ
う
な
近
代
的
杼
情
詩
観
か
ら
の

万
葉
理
解
を
歌
の
芸
能
的
側
面
を
強
く
捉
え
る
こ
と
で
乗
り
越
え
よ
う
と
さ

れ
た
の
だ
と
い
え
よ
う
。

な
お
、
氏
の
研
究
は
、
そ
の
初
め
に
お
い
て
万
葉
歌
や
古
代
歌
謡
の
語
彙

・
表
現
に
関
す
る
も
の
が
中
心
を
占
め
、
そ
れ
ら
の
論
文
は
引
用
さ
れ
る
こ

と
が
多
く
評
価
の
高
い
も
の
で
あ
っ
た
。
今
回
、
一
冊
の
害
と
な
る
に
際
し

て
、
そ
れ
以
降
晩
年
に
至
る
ま
で
一
貫
し
て
追
究
し
て
こ
ら
れ
た
古
代
文
学

と
芸
能
と
の
関
わ
り
を
テ
ー
マ
に
ま
と
め
ら
れ
、
そ
れ
ら
の
も
の
は
収
録
さ

れ
て
い
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、
耆
物
と
し
て
の
統
一
性
を
持
た
せ
る
上
か
ら

故
本
田
義
寿
著
『
記
紀
万
葉
の
伝
承
と
芸
能
』

先
生
は
、
そ
の
御
誹
義
の
な
か
で
、
あ
る
い
は
研
究
会
の
席
で
、
ま
た
明

日
香
の
野
辺
を
歩
き
つ
つ
、
あ
る
い
は
吉
野
の
山
を
登
っ
て
は
、
古
代
の
歌

の
世
界
に
つ
い
て
熱
意
を
こ
め
て
我
々
に
お
説
き
く
だ
さ
っ
た
。
遺
著
を
読

了
し
て
、
そ
の
よ
う
な
お
姿
が
ま
ざ
ま
ざ
と
思
い
起
こ
さ
れ
る
。
も
う
二
度

、
と
あ
の
情
熱
的
な
お
声
を
聞
く
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
の
は
ま
こ
と
に
無

念
と
い
う
外
は
な
い
。
こ
こ
に
改
め
て
御
典
福
を
お
祈
り
す
る
次
第
で
あ
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和
泉
書
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）

（
ま
し
も
．
あ
つ
し
本
学
文
学
部
助
教
授
）

当
然
の
こ
と
で
あ
る
。
が
、
こ
の
よ
う
な
氏
の
初
期
の
頃
の
論
文
に
も
優
れ

た
も
の
が
多
い
こ
と
を
付
記
し
て
お
き
た
い
。

六
七


