
歴
史
に
於
け
ろ
反
復
性
と
圖
式
的
範
例

小

笠

原

秀

實

醐

丈

化
精
禪
の
本
質
を
研
究
す
る
に
當

つ
て
、
そ
れ
を
歴
史
的
に
解
釋
す
る
こ
と
は
、
甚
だ
重
要
な
る
方
法
と
し
て
現
に
採
用
さ
れ
て
ゐ

る
。
考

へ
方
に
依

つ
て
は
文
化
學
と
歴
皮
學
と
は
、
殆
ん
ど
領
域
を
同
じ
く
し
、
更
に
進
ん
で
歴
皮
學
の
外
に
文
化
學

一
般
は
な
く
歴
典

學
は
、
文
化
學

の
.別
名
で
あ
る
と
さ

へ
屯
推
定
さ
れ
る
程
、
丈
化
と
歴
皮
と
の
關
係
は
密
接
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
拘

は
ら
す
、
靂
史
と
は

何
ぞ
や
に
對
す
る
基
本
的
見
解
は
、
そ
れ
程
確
實

の
竜
の
に
な
つ
て
居
ら
す
、
皮
觀
に
は
さ
ま
ざ
ま
の
種
類
が
あ
り
、
何
れ
も

一
部
分
に

對
し

て
は
、
明
快
に
理
解
し
得
ら
れ
る
得
點
を
持
つ
と
共
に
、
何
う
に
も
理
解
さ
れ
難

い
晦
澁
性
を
持

つ
て
ゐ
る
。
や

玉
竜
す
る
と
こ
の

晦
澁
性
が
歴
皮
觀
を
禪
祕
化
し
、
歴
皮
觀
は
知
識
で
な
く
、
信
仰
で
で
も
あ
る
か
の
や
う
に
、
認
識
を
強
制
す
る
。
と
れ
ら
の
現
象
の
細
密

な
る
分
析
並
び
に
考
察
は
、
可
な
り
廣
汎
に
も
亙
り
、
尨
大
に
も
な
る
の
で
あ
る
が
、

こ
の
稿
に
於
て
は
、
極
め
て
要
約
的
に
、
結
論
的

な
も

の
を
提
示
し
て
、
大
體
蹄
趨

の
傾
向
を
明
か
に
し
た
い
の
で
あ
る
。

二

歴
史
に
於
け
る
反
復
性
と
圖
式
的
範
例
(小
笠
原
)

一
七



噸
八

史
觀
は
さ
ま
ざ
ま
の
封
立
を
以
つ
て
、
多
く
の
読
が
封
峙

し
て
ゐ
る
。
就
中
、
精
神
的
な
も

の
玉
本
質
的
自
己
發

展
が
歴
皮
を
構
成
す

る
と

云
ふ
考

へ
方
と
、

こ
れ
に
反
し
て
、
物
質
的
な
る
も
の
玉
自
己
發
展
と
が
歴
史
を
建
設
し
て
ゐ
る
と
云
ふ
考

へ
方
な
ど
は
、
何
れ
も

よ
く
探
用
さ
れ
勝
ち
で
あ
る
が
、
然
し
そ
の
内
容
は
正
に
反
蹠
的
封
立
の
相
違
を
示
し
て
ゐ
る
。
徇
そ
の
他
に
も
こ
れ
ら

の
修
正
の
形
を

以
つ
て
、
叉
は
綜
合

の
形
に
於
て
、
更
に
こ
れ
ら
と
全
く
關
係

の
な
い
形
に
於
て
、
諸
種

の
艷
立
を
見
る
。
今
は
こ
れ
ら
を
是
非
す
べ
き

で
は
な

い
。
た
貸
そ
れ
ら
多
く
の
も

の
の
言
は
ん
と
す
る
處
を
忠
實
に
聞
き
、
歴
皮
な
る
も
の
の
根
本
性
に
立
つ
て
、
理
解

し
得
べ
き
、

叉
實
證
し
得

べ
き
確
實
な
る
論
理
を
定
立
す
べ
き
で
あ
る
。

三

概
觀
す
る
な
ら
ば
、
歴
史
は
、
精
神
の
自
己
發
展
、
叉
物
質

の
自
己
發
展
と
去
ふ
や
う
な
考
が
、
夢
に
も
思
ひ
付
か
れ
な
か
つ
た
悠
遶

の
昔
か
ら
、
そ
の
認
識
が
始
め
ら
れ
て
ゐ
る
。
尤
も
そ
の
認
識
は
、
精
神
若
し
く
は
物
質

の
自
己
發
展
の
考
に
於
て
、
叉
は
そ
の
萌
芽
に

於
て
爲
さ
れ
て
ゐ
た
と
解
釋
が
出
來
る
か
も
知
れ
な
い
。
然

し
そ
れ
に
し
て
も
嚴
密
な
意
味
に
於
て
、
そ
れ
ら

の
自

己
發
展
觀
で
は
な
か

つ
た

の
で
あ
る
。
歴
史
的
認
識
は
、
實
に
史
觀
以
前
に
於
て
、
甚
だ
自
然
發
生
的
に
成
立
し
て
ゐ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
ほ
ど
歴
史
は
悠
久

な
る
認
識
的
把
握

の
形
態
で
あ
り
、
丈
化
精
神
の
基
體
認
識
と
し
て
、
基
本
的
な
人
間
精
禪

の
活
動
で
あ

つ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の

把
握

形
態
に
關
し
て
は
、
相
當
古
く
か
ら
、

一
つ
の
標
語
が
構
成
さ
れ
て
ゐ
る
。
そ
れ
は
東
洋
に
於
て
は
、
「
温
故

知
新
」
と
云
ふ
甚
だ
單

純
な
總
括
で
あ
る
。

「
温
故
知
新
」
は
「
古
き
を
温
ね
て
新
し
き
を
知
る
」
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
れ
の
最
も
簡
單
な
辭
書
的
註
釋
を
聞
く
と
、「
舊
事
を
温
脅
し
て



新

知
を
得
る
の
で
あ
る
」
と
去
ふ
の
で
あ
る
。

こ
れ
は
明
瞭
で
あ
つ
て
、
徇
れ
の
史
觀
も
包
攝

し
得
る
に
足
る
提
言
で
あ
る
。
然
し
こ
れ

さ

へ
も
、
徇
我

汝
の
現
在

の
問
題
を
解
く
に
當
つ
て
、
晦
澁
な
あ
る
も
の
を
含
ん
で
は
ゐ
る
。
「
故
き
を
温
ね
る

こ
と
」
印
ち
舊
事
を
温
脅

す

る
こ
と
は
、

つ
ま
り
過
去
の
事
實
を
研
究
す
る
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
に
對

し
て
は
何

の
疑
議
も
な
く
、
叉
如
何
な
る
史
觀
も
、
史

觀

で
あ
る
以
上
、
こ
の
こ
と
を
抛
棄
す
る
こ
と
は
出
來
な
い
。
然
し
「
知
薪
」
の
意
味
は
そ
れ
ほ
ど
明
瞭
で
は
な
い
。

四

「
知
新
」
に
二
義
が
區
別
さ
れ
る
。

一
、
未
だ
知
ら
な
か
つ
た
新
事
實
を
知
る
こ
と
。

二
、
未
來
を
知
る
と
と
。

所
謂
、
歴
皮
的
發
見
な
る
も
の
は
前
者
で
あ
る
。
文
書

の
發
見
、
遺
晶

の
發
見
、
そ
し
て
そ
れ
ら

の
懐

い
て
ゐ
る
内
容

の
珍
し
さ
、
さ

う

し
た
も
の
は
新
し
い
の
で
あ
り
、
正
に
「
知
薪
」
で
あ
る
。
生
死
年
月
不
詳

で
あ
つ
た
も
の
玉
年
月
が
解

つ
た
り
、
誤

つ
て
認
識
さ
れ
て

ゐ
た
も
の
が
、

一
さ
う
確
實
な
資
料
か
ら
訂
正
さ
れ
た
り
、
又
勝
つ
て
ゐ
た
筈

の
戰
が
實
は
敗
け
て
ゐ
た
り
、
逃
げ
た
筈
に
な
つ
て
ゐ
た

も

の
が
、
實
は
方
向
を
替

へ
て
薪
攻
勢
に
出
て
ゐ
た
り
、
色

々
の
場
合
が
、
驚
異
的
に
珍

し
く
認
識
さ
れ

る
。
か
う
し
た
こ
と
も
知
薪
で

あ

る
。

然
し
第

二
の
意
味
は
、
未
來
を
知
る
こ
と
で
あ
る
。
過
去
の
研
究
に
依
つ
て
、
未
來
に
あ
り
得
べ
き
こ
と
を
推
定
す
る
知
識
を
把
握
す

る
と
云
ふ
義
を
持

つ
の
で
あ
る
。

叉
、
單
純
に
未
來
と
云
ふ
ほ
ど
で
は
な
く
、
過
去

の

一
つ
の
認
識
を
基
本
と
し
て
、
そ
れ
か
ら
類
推
し

歴
史
に
於
け
る
反
復
性
と
圖
式
的
範
例
(小
笠
原
)

一
九



二
〇

得
べ
き
事
實
を
豫
想
す
る
と
云
ふ
こ
と
に
も
な
る
。
云
は
f
認
識

の
演
繹
的
能
力

で
あ
り
、
普
遍
化
能
力
で
あ
り
、
抽
象
的
原
則
化

の
能

力
で
あ
る
。
「
知
薪
」
に
は
こ
の
意
味
が
具

つ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。

一
般
的
に
「
温
故
知
新
」
は
如
何
な
る
史
觀
に
も
認
容
さ
れ
る
こ
と
で
は
あ
る
が
、
「
知
新
」
を
第

二
の
意
義
に
解
す
る
に
當
つ
て
、
當
然

一
定

の
反
論
が
生
れ
出
づ
べ

き
性
質

の
も
の
と
な
る
。
そ
れ
は
、
「
歴
史
は
豫
言
學
で
は
な
い
」
と
云
ふ
形
に
於

て
提
示
さ
れ
る
で
あ
ら

う
。

五

「
豫
言
」
と
云
ふ
こ
と
は
、
甚
だ
粗
雜
性
を
帶

ぶ
。
單
に
未
來
に
起
る
こ
と
を
豫
め
言

ふ
と
云
ふ
意
味

で
あ
る
。
聖
書
、
聖
典
に
は
甚
だ

こ
の
こ
と
が
多
い
の
で
あ
り
、
そ
れ
ら
が
適
應
的
で
あ
つ
た
こ
と
も
あ
る
が
、
さ
う
で
な
か
つ
た
こ
と
竜
甚
だ
多

い
。
謂
は
璽
そ
れ
ら
は

正
確

な
知
識

で
は
な
か
つ
た
の
で
あ
る
。
か
く
て
古
代
、信
仰
の
中
心
で
あ
つ
た
豫
言
者
は
、
今
そ
の
影
を
さ

へ
見

せ
な
い
。
自
ら
豫
言
者

と
呼

ぶ
も

の
が
あ
つ
て
も
、
そ
れ
は
寧
ろ
侮
蔑
さ
れ
る
存
在
で
あ
る
。
何

が
そ
れ
を
さ
う
し
た
の
か
。
そ
れ

の
重
要
な
る
原
因

の

一
つ
は

豫
言

的
推
定
を
下
す
認
識

の
根
據
が
粗
雜
で
あ
つ
た
か
ら
で
あ
る
。
或
は
天
候
氣
象
を
見
て
人
事
の
推
斷
を
し
た
り
、
或
は
偶
然
的
咸
果

で
あ

る
ト
筮
に
依
憑

し
て
、
必
然
的
天
體

の
蓮
動
を
豫
言
し
た
り
す
る
か
ら
で
あ
る
。
か
り
に
こ
れ
ら

の
豫
言
、

豫
想
が
必
然
的
な
因
果

の
蓮

績
を
基
準
に
し
て
企
圖
さ
れ
て
ゐ
る
な
ら
ば
、
た
と
ひ
未
來
に
對
し
て
確
定
的
な
表
現
を
し
て
も
、
我

々
は
そ
れ
に
信
頼
し
て
ゐ
る

の
で
あ
り
、
そ
の
も
の
を
豫
言
、
豫
想
と
は
思
は
な

い
の
で
あ
る
。
年
初
に
當
つ
て
我

々
は
そ

の
年

の
暦
又
は
「
日
め
く
り
」
を
繰
る
。
そ

し
て
日
曜
日
と
祭
日
と

の
「
重
り
」
「
つ
璽
き
」
叉
は
「
離
れ
方
」
を
學
ぶ
。
そ
し
て
こ
の
知
識
を
豫
言
、
豫
想
、豫
報

と
は
呼
ん
で
ゐ
な
M
。



事
實
と
し
て
取
扱
つ
て
ゐ
る
。

こ
れ
は
天
體
遐
動

の
必
然
的
規
律
性
に
信
頼
し
、
そ
れ
に
依

つ
て
正
確
に
計
算
さ
れ
た
認
識
に
依
託
し
て

ゐ
る
か
ら
で
あ
る
。

從
つ
て
豫
言
と
云
ふ
こ
と
と
、
未
來
に
對
す
る
推
定
と

の
間
に
は
、

一
定
の
區
別
が
あ
る
。
未
來
を
推
定
す
る
も

の
が
、
す
べ
て
信
頼

を
失

つ
て
ゐ
る
豫
言
な
る
も

の
で
は
な
い
。
未
來

の
推
定
は
、
認
識

の
普
遍
化
を
原
則
と
す
る
。
爰
當
な
る
普
遍
化
能
力
に
依

つ
て
、
我

々
は

一
を
知
る
こ
と
に
依

つ
て
二
を
知
り
、
又
十
を
知
る
。
普
遍
化

の
爰
當
性
に
關
し
て
、
程
度
上

の
正
否
は
あ

る
に
し
て
も
、
認
識
に

普
遍
化
能
力
の
あ
る
限
り
、

一
定
の
推
定
は
可
能
な
の
で
あ
る
。
か
く
て
過
去

の
事
實
よ
り
し
て
、
未
來
を
推
定

す
る
と
云
ふ
こ
と
が
必

す

し
も
不
可
能
な
譯
で
は
な
く
、
あ
り
し
世
の
「
豫
言
」
と
同
祺
さ
れ
る
筈
の
も

の
で
は
な
い
。
推
定
の
因
果
蓮
績

に
於
て
嚴
密
で
あ
る
な

ら
ば
そ
れ
は
信
頼
し
得
べ
き
認
識
を
構
成
す
る
。

六

こ
の
未
來
推
定
、
普
遍
化
可
能
に
羯
し
て
、
當
然
懐
か
れ
る
べ
き
疑
惑
は
、
ヴ
イ
ン
デ

ル
バ

ン
ド
な
ど
の
提
示

し
て
ゐ
る
歴
皮

一
回
性

の
考
で
あ
る
。
帥
ち
自
然
現
象
は
幾
度
も
反
復
さ
れ
、
從

つ
て
普
遍
的
原
則
定
立
可
能
で
あ
る
の
に
對
し
て
歴
皮
現
象
は
實
に

一
回

の
み

起
り
得
る
の
で
あ
つ
て
、
同

一
事
象

の
反
復
さ
れ
る
と
云
ふ
こ
と
は
な
い
、
か
く
て
反
復
さ
れ
な

い
現
象
に
樹
し
て
、
原
則
法
則
を
認
定

し
得

べ
き
で
は
な

い
と
云
ふ
反
論
で
あ
る
。
こ
れ
も

一
往
考
究
を
要
ず
べ
き
問
題
で
あ
る
。
こ
れ
は

一
般
的
常
識

に
な
つ
て
は
ゐ
る
が
、

さ
ほ
ど
難
問
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

ヴ
イ
ン
デ

ル
バ

ン
ド
自
身
承
認
し
て
ゐ
る
や
う
に
、

自
然
現
象
と
雖
も
、

全
體
と
し
て
は
反
復
す

る

の
で
は
な
く
、
部
分
に
於
て
反
復
す
る
の
で
あ
る
。
例

へ
ば
水
素

二
、
酸
素

一
の
化
合
は
水
の

一
分
子
と
な
る

こ
と
は
、
反
復
的
で
あ

歴
史
に
於
け
る
反
復
性
と
圖
式
的
範
例
(小
笠
原
)
特

一コ



二
二

る

が
、
宇
宙
的
な
現
象
と
云
ふ
や
う
な
全
體
的

の
も
の
に
は
、
反
復
性
は
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
ほ
ど
大
き
な
宇
宙
現
象
と
し
て
考

へ
な

く
と
も
今
日

一
日

の
氣
象
關
係
が
、

こ
の
ま
N
に
於
て
、
反
復
さ
れ
る
と
云
ふ
こ
と
は
有
り
得
な
い
。
そ
れ
の
可
能
を
定
立
し
よ
う
と
す

る
な
ら
ば
、
形
而
上
學
的
回
齢
論
を
固
執
す
る
よ
り
外
に
道
は
な
い
で
あ
ら
う
。
然
し
今
日

一
日
の
氣
象

に
於
け

る
部
分
的
な
竜
の
玉
反

復

は
可
能

で
あ
る
。

一
定
の
氣
象
配
置
の
下
に
於
て
、
一
定
の
暗
曇
が

一
地
方
に
於
て
顯
は
れ
得
る
と
云
ふ
推
定
は
、
あ
る
程
度
に
於
て
成

立
す
る
。
そ
れ
は
も
と
よ
り
確
實
で
は
な
い
。
時
に
往

々
、
あ
ま
り
に
も
往
々
推
定
の
錯
誤
が
あ
る
。
然
し

一
定

の
度

に
於
て
こ
れ
に
信

頼
す
る
こ
と
は
可
能

で
あ
る
。
氣
象
臺
が
豫
報
を
發
表
す
る
の
は
、
そ

の
理
由
か
ら
で
あ
り
、
我

々
が
そ
れ
に
信
頼
し
て
ゐ
る
程
度
も
、

叉
甚
だ
用
意
的
で
あ
る
。
「
日
め
く
り
」
の
曜
日
を
信
頼
す
る
程
確
實
で
は
な
い
が
、

一
應
豫
報
を
考
慮
に
入
れ
て
、
取
捨
甚
だ
容
量
的
で

あ
る
。

こ
れ
が
複
雜
な
る
自
然
現
象
に
於
け

る
原
則
的
認
識

の
程
度
で
あ
る
。
然
し
壓
皮
の
反
復
性
に
關

し
て
は

一
さ
う
複
雜
で
あ
る
。

七

全
體
的
叉
は
複
合
的
な
現
象
が
、
そ
の
ま

玉
反
復
す
る
と
云
ふ
こ
と
は
、
自
然
現
象
に
於
て
野
さ

へ
、
見
出
す

こ
と
が
出
來
な
か
つ
た

の
で
あ
る
。
ま
し
て
複
合
そ
の
も
の
で
あ
る
や
う
な
歴
史
現
象
が
、
具
體
的
な

一
事
象
と
し
て
、
そ

の
ま
玉
反
復

さ
れ
得
る
と
云
ふ
こ
と

は
、
決

し
て
あ
り
得
な
い
。
自
然
現
象
に
於

て
も
、
反
復
は
部
分
的
、
要
素
的
の
も
の
で
あ
る
や
う
に
、
歴
皮
に
於
て
も
、
そ
れ
は

一
さ

う
小
さ
い
部
分
、

一
さ
う
狹

い
要
素
性
に
於
て
、
あ
る
度

の
反
復
が
可
能
な
の
み
で
あ
る
。

從

つ
て
歴
史
に
對
す
る
基
本
的
原
則
を
誘
導
し
て
見
た
と
こ
ろ
で
、
そ

の
原
則

の
適
用
さ
れ
る
場
合
は
甚
だ
乏
し
い
の
で
あ
る
。
そ
れ

は
數
學
的
原
則
の
適
用
が
普
遍
的
で
あ
る
の
に
比
す
れ
ば
、
殆
ん
ど
絶
無
に
近
い
程
普
遍
性
は
乏
し
い
の
で
あ
り
、
叉
こ
れ
を
自
然
現
象



の
部
分
的
反
復
に
比
す
る
な
ら
ば
、
遙
か
に
乏
し
い
の
で
は
あ
る
が
、
全
く
普
遍
性
を
缺
乏
し
て
ゐ
る
と
云
ふ
ほ
ど
の
も
の
で
も
な
い
。

確
實
に
程
度
の
差
は
あ
る
が
、
氣
象

の
豫
報
に
對

し
て
、
あ
る
關
心
性
が
生
れ
る
や
う
に
、
歴
史
的
未
來
に
封
す

る
推
定
も
、
あ
る
度

の

關

心
性
を
支
持
す
る
こ
と
は
出
來
る

の
で
あ
る
。

そ
れ
ほ
ど
反
復
性
、
普
遍
性
、
適
應
性

の
乏
し
い
皮
的
原
理
を
、
何
故
我

々
は
逍
求
す
る
の
で
あ
る
か
。
知
識

の
確
實
性
か
ら
し
て
、

殆

ん
ど
限
界
點
に
あ
る
や
う
な
貧
弱
な
知
識
を
、
何
が
故

に
我

汝
は
求
め
ね
ば
な
ら
ぬ
か
。
殊
に
研
究
の
尨
大
な
る
組
織
を
さ

へ
備

へ
て
、

こ
れ
が
探
究
に
當
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
か
。

こ
れ
に
封
す
る
答
は
多
樣
で
あ
る
。
然
し
最
も
明
白
な
る
こ
と
は
、
歴
史
的
認
識

の
不
確
實
性
、
非
反
復
普
遍
性

に
も
拘
は
ら
す
、
我

女

の
認
識
的
關
心
に
於
て
、又
實
踐
的
關

心
に
於
て
、
こ
の
種

の
知
識
が
、
就
中
、要
請
的
だ
か
ら
で
あ
る
。
不
確
實
で
あ
る
に
も
拘
は
ら
す
、

原

則
適
用
性
に
於
て
稀
薄
で
あ
る
に
も
拘
は
ら
す
、

こ
の
種

の
知
識
が
、
我

々
の
丈
化
的
生
活
に
向

つ
て
、
最
も

必
要
で
あ
り
、
最
も
學

ば
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
領
域
に
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
天
體
邏
行

の
法
則
的
確
實
さ
に
樹
す
ゐ
認
識
の
正
確
さ
は
、
誠
に
奪
重
に
値
す
る
。
然
し

我

々
の
實
踐
に
向
つ
て
、
そ
れ
の
み
に
於
て
、
客
觀
認
識
が
完
備
す
る
筈
で
は
な
い
。
知
識
そ
の
も
の
玉
不
確
實
さ
か
ら
云

へ
ば
、
實
に

稀
薄

で
あ
り
、
知
識
と
さ

へ
も
呼
ぴ
能
は
ぬ
ほ
ど
、

一
回
的
、
偶
起
的
な
把
握

に
過
ぎ
な
い
の
で
は
あ
る
が
、
こ

の
不
確
實
性
を
さ

へ
(

唯

一
の
支
柱
と
し
て
、
憑
り
か
玉
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
必
然
に
置
か
れ
る
の
で
あ
る
。
認
識

の
確
實
不
確
實

の
理
論
的
問
題
で
は
な
く
、
複
雜

な

る
生
活
現
象
を
維
持
す
る
に
當

つ
て
、
無
く
て
な
ら
ぬ
唯

一
の
條
件
な

の
で
あ
る
。
從
つ
て
壓
皮
的
認
識

の
不
確
實
性
に
關
す
る
證
明

が
如
何

に
明
白
に
礎
定
さ
れ
る
に
し
て
も
、
伺
我
々
は
こ
の
不
確
實
中
に
於
て
、
何
も
の
か
の
反
復
性
、
何
か
の
確
實
性
を
見
出
さ
な
け

れ

ば
な
ら
ぬ
關
係
に
於
か
れ
て
ゐ
る
。

こ
の
必
然
が
、
理
論
的
な
る
皮
觀
成
立
以
前
か
ら
、
「
温
故
知
甎
」
と
し
て
歴
皮
的
認
識
を
要
請
し

歴
史
に
於
け
る
反
復
性
と
圖
式
的
範
例
(小
笠
原
)

二
三



二
、四

て
ゐ
る
の
で
あ
り
、
叉
「
温
故
知
新
」
な
ど
云
ふ
成
句
的
提
言
が
成
立
し
て
ゐ
な
い
以
前
か
ら
、
過
去
を
回
顧
し
て
、
未
來
推
定

の
企
て
を

繼
け

て
來
て
ゐ
る
の
で
あ
る

八

「
温
故
知
薪
」
の
「
知
薪
」
が
た
穿
今
ま
で
知
ら
な
.か
つ
た
も

の
を
知
る
と
去
ふ
意
味
で
歴
皮
を
定
義
す
る
こ
と
は
、
最
も

一
般
に
許
さ
れ

る

こ
と
で
あ
つ
て
、
何

の
論
議
も
要
し
な
い
こ
と
で
あ
る
が
、

こ
の
場
合
、
さ
う
し
た

一
般
許
容
的
限
界
を
越

え
て
、
甚
だ
聖
書
的
豫
言

に
類

し
、
非
學
術
的
な
疑
を
懐
か
れ
る
べ
き
可
能
性
あ
る
に
も
拘
は
ら
す
、
「
知
甎
」
の
未
來
推
定
性
を
擁
立
し
た

い
の
で
あ
る
。
そ
れ
は

あ
り

し
世
の
歡
言
者
的
豫
言
で
な
く
、
事
象

の
部
分
的
反
復
可
能

の
想
定

の
下
に
、
部
分
的
反
復
可
能

の
原
則

を

礎

定

し
た

い
の
で
あ

る
。
然
ら
ざ
れ
ば
歴
史
は
創
造
力
な
き
鏡
面
に
於
け
6
過
去

の
映
像
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
り
、
水
面
に
倒
影
す
る
水
棹

の
長
さ
を
計
る
に

も
比
す
べ
き
竜
の
に
な
り
絡
る
か
ら
で
あ
る
。

、
數

百
年
、
數
千
年
に
亙
る
歴
皮
の
跡
が
、
そ
の
ま
玉
再
び
繰
り
か

へ
さ
れ
る
と
云
ふ
こ
と
は
夢
に
も
考

へ
ら
れ
能
は
ぬ
。
そ
し
て
叉
そ

れ
ら
の

一
時
代

一
事
象

の
總
體

が
、
同
じ
や
う
な
形
に
於
て
反
復
さ
れ
る
と
云
ふ
こ
と
も
亦
夢
に
も
想
定
す
る
と
と
は
出
來
ぬ
。
そ
し
て

更

に
そ

の
小
部
分
に
於
け
る
具
象
的
な

一
人
物
が
、
同
じ
や
う
な
姿
に
於
て
顯
は
れ
來
た
る
と
云
ふ
こ
と
も
、
も
と
よ
り
想
定
す
る
こ
と

ゆ
出
來
な
い
。
た
璽
こ
れ
ら
事
件

の
中

の

一
小
部
分

の
性
質
に
於
て
、極
め
て
要
素
的
な
も
の
玉
反
復
が
、寧
ろ
類

推
の
形
に
於
て
生
起
し

來

る
の
で
あ
り
、
そ
れ
の
推
移
關
係
が
、
類
似
す
る
に
し
て
も
、
し
な
い
に
し
て
も
、
過
去

の
要
素
的
認
識
が
、
薪
事
象
に
關

し
て
、
暗

示
性
を
持
ち
、
多
く
の
結
果
的
な
も
の
玉
各
場
合
を
想
定
さ
せ
る

】
助
と
も
な
る
で
あ
ら
う
と
云
ふ
の
で
あ
る
。

こ
れ
は
甚
だ
た
よ
り
な



い
認
識
形
態
で
あ
る
が
、
そ
れ
さ

へ
實
踐
の
方
策
を
決
定
す
る
に
當

つ
て
は
、
無
く
て
な
ら
ぬ
も
の
で
あ
る
と
云

ふ
こ
と
で
あ
る
。
從
つ

て
ご
の
要
求
が
、
豫
言
者
的
豫
言

の
荒
唐
無
稽
性
を
脱
す
る
に
は
、
次
の
二
點
を
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

一
、
過
去
事
象

の
分
析
は
極
め
て
要
素
的
な
も
の
に
還
元
さ
れ
な
け
ね
ば
な
ら
ぬ
と
と
。
さ
う
で
な
け
れ
ば
、
化
學
が
錬
金
術
と
な
つ

て
了
ふ
こ
と
。

二
、
要
素
間
の
結
合
關
係
が
、
極
め
て
嚴
密
で
眞
正
な
結
合
で
あ
る
こ
と
。
さ
う
で
な
け
れ
ば
、
彗
星
と
戰
爭
と
を
結
び
付
け
る
こ
と

に
な
り
、
コ
糧
故
L
も
出
來
す
、

ま
し
て
「
知
新
」
も
出
來
な
い
こ
と
。

こ
の
こ
と
は
「
知
新
」
を
未
來
を
知
る
こ
と
に
解
釋
し
な

い
で
、
單
に
未
知
の
も
の
を
知
る
と
解
釋
す
る
考

に
於

て
も
、
必
要
で
あ
る
σ

さ
う

で
な
け
れ
ば
、
そ
れ
は
歴
史
學
で
は
な
く
、
史
的
漫
歩
、
皮
的
筌
想
に
終
る
か
ぢ
で
あ
る
。

九

さ

て
か
う
し
た
原
則
的
な

こ
と
を
、
原
則
と
し
て
單
純
に
読
明
す
る
に
止
る
な
ら
ば
、
倚
幾
多
の
論
議
を
進
め
る

こ
と
が
出
來
る
。
然

し
こ
の
稿

の
目
的
は
、
さ
う
し
た
原
則

の
定
立
の
み
に
あ
る
の
で
な
く
、

こ
の
原
則
を
歴
皮

に
適
用
せ
し
め
て
、
甚
だ
部
分
的
で
は
あ
る

ノ

が
、

こ
の
こ
と
の

一
圖
式
が
述

べ
て
見
た
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
圖
式
で
あ
る
と
共
に
、
單
純
な

一
例
で
あ
る
。
そ

し
て
こ
の
こ
と
の
適

用
が
、
絶
對
に
確
實
で
あ
る
と
も
斷
定
さ
れ
な
い
の
で
あ
る
。
何
故
な
ら
ば
歴
史
的
事
象

の
解
釋
は
、
時
に
依
り
關

心
に
依
り
、
著
し
い

變
化
を
持

つ
か
ら
で
あ
る
。
云
は
璽
要
素
的
分
析
が
、
意
識
的
丈
化
性
を
封
象
と
す
る
限
り
、
甚
だ
多
く
の
岐
路

が
存
在
す
る
か
ら
で
あ

り
、

叉
要
素
結
合
の
紐
帶
と
な
る
機
能
も
、
同
じ
や
う
に
多
岐
的
だ
か
ら
で
あ
る
。
從

つ
て
現
在
と
し
て
は
現
在

と
し
て
の
最
も
精
密
で

歴
史
に
於
け
る
反
復
性
と
圖
式
的
範
例
(小
笠
原
)

二
五



二
六

あ
る
と
信
ぜ
ら
れ
る
も

の
を
實
現
し
て
行
く
よ
り
外
に
道
は
な

い
か
ら
で
あ
る
。

か

Σ
る
圖
式
説
明

の

一
例
と
し
て
、
と

玉
に
我
が
國

に
於
け
る
佛
教
の
傳
來
、
並
び
に
そ
の
探
用
、
そ
し
て
更

に
そ
れ
の
普
及
に
關
す

る
關
係
を
極
め
て
要
約
的
に
叙
述

し
た
い
と
思
ふ
。

凶
O

佛
教

の
傳
來
と
云
ふ
こ
と
は
、

一
つ
の
宗
歡
教
読
が
渡
來
し
來
り
、
そ
れ
が
採
用
さ
れ
た
と
去
ふ
こ
と
に
過
ぎ
な
い
が
、
然

し
そ
の
後

の
歴
史
的
推
移
よ
り
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
相
當
大
き
な
變
化
を
、
歴
皮

の
全
般
に
向

つ
て
與

へ
て
ゐ
る
。
そ
れ

は
色

々
形
態
的
な
文
化

を
竜
將
來

し
た
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
の
主
要
な
る
部
分
は
正
に
そ
の
觀
念
學
で
.あ
る
。
そ
し
て
觀
念
學
が
、
物
心
兩
面
に
亙
つ
て
大
な
る

變

化
を
與

へ
て
ゐ
る
。
そ
こ
で
問
題
と
な
る

こ
と
は
、
何
う
云
ふ
理
由
に
依
つ
て
、
か

玉
る
觀
念
學
が
採
用
さ
れ

る
に
到

つ
た
か
。
そ
し

て
そ
れ
が

一
般
に
流
布
さ
れ
る
や
う
に
な
つ
た
か
。
そ
れ
は
あ
ら
ゆ
る
思
想
の
傳
播
す
る
順
序
並
び
に
理
由
を
、
悉
く
代
表
す
る
も

の
で

は
な

い
が
、
そ
の
こ
と
の
本
質
に
於
て
、
特
に
注
意
す
べ
き
、
そ
し
て
更
に
こ
れ
を
或
る
程
度
に
於
て
普
遍
化
し
得
べ
き
理
由
を
具
備
し

て
ゐ
る
の
で
あ
る
。

生
存
に
飫
く
べ
か
ら
ざ
る
世
界
觀
、,
人
生
觀
が
當
時
無
か
つ
た
と
云
ふ
こ
と
は
云
は
れ
な
い
。
儒

の
考
も
、
道

教
の
考
も
相
當
に
受
用

さ

れ
て
ゐ
た
の
で
あ
る
。
然
し
さ
う
し
た
人
生
觀
並
び
に
世
界
觀
を
あ
る
程
度
ま
で
壓
縮
し
て
、
他
の
別

の
人
生
觀
、
世
界
觀

が
伸
び
る

ダ

の
に
は
、
相
當
の
理
由
が
あ
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
れ
は
そ
れ
ら
の
教
読
の
價
値
は
別
と
し
て
、
單
純
に
適
者

で
あ

つ
た
と
云
ふ
理
由
に
依

つ

て
伸
び
る
と
と
も
あ
る
で
あ
ら
う
。
云
は
貸
よ
り
高
級
な
思
想
内
容
を
持
つ
て
ゐ
る
も

の
が
時

の
歌
勢
に
依
り
、
不
適
當
者

と
し
て
牧



縮

し
、

一
さ
う
低
い
と
考

へ
ら
れ
る
思
想
が
、
甚
だ
優
勢
に
展
開
し
得

べ
き
理
由
と
領
域
と
を
獲
得
す
る
こ
と
が
出
來
る
で
も
あ
ら
ケ
。

然
し
佛
教

の
採
用
と
進
展
と
は
、
價
値
性
を
離
れ
た
、
單
純
な
適
者
と
し
て
實
現
さ
れ
た
の
で
は
な
く
、
價
値
に
立
脚
し
て
伸
び
上
つ
た

の
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
よ
り
し
て
、

一
つ
の
教
読
が

一
般
的
に
他

の
教
読
に
對
し
て
優
位
を
示
す
。
特
に
合
理
的
な
場
合
は
、
教
諡
そ
の

も

の
玉
價
値
性
に
依
屬
す
る
と
云
ふ
こ
と
が
云
は
れ
る
で
あ
ら
う
。

=

佛
教
渡
來

に
關
す
る
欽
明
紀
十
三
年

の
記
載
は
、
甚
だ
有
名
で
あ
り
、
周
知

の
こ
と
に
屬
す
る
が
、
徇
二
三
細
密

の
考
察
を
要
す
る
點

が
あ

る
爲

に
、
次
に

一
讀
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

「
冬

十
月
、
百
濟

の
聖
明
王
、
西
部
姫
氏
逹
率
怒
利
斯
致
契
等
を
遣
は
し
、
釋
迦
佛

の
金
銅
像

一
軈
、
幡
蓋
若
干
、
經
論

若
干
卷
を
獻
る
。

す

ぐ

い
ま

別

に
表
し
て
、
流
通
禮
拜
、
功
徳
を
讃
し
て
去
く
、
是
の
法
は
、
諸
法
の
中
に
於
て
、
最
も
殊
勝
れ
て
爲
す
、
解

り
難
く
入
り
難
し
。

周

公
、
孔
子
も
爾
知
る
こ
と
能
は
す
。
此

の
法
は
、
能
く
量
無
く
、
淺
無
く
、
輻
徳
果
報
を
生
じ
て
、
乃
至
、
無

上

菩

提

を
成
し
辨

ま

レ

ふ
。
譬

へ
ば
入
の
意
に
隨
ふ
寶
を
懐
き
て
、
用
ゐ
る
べ
き
所
に
逐
ぴ
て
、
蠱
く
情

の
依
な
る
が
如
し
。
此

の
妙
法

の
寶
も
亦
復
然
な
り

ま

お

所

め
願
ふ
こ
と
、
情
の
依
に
乏
し
き
所
無
し
。
是

に
由

つ
て
百
濟
の
王
、
臣
明
、
謹
み
て
陪
臣
、
怒
利
斯
致
契
を
遣
は
し
て
、
帝
國
に

あ
ま
ね

つ
た

傅

へ
奉
り
、
畿
内
に
流
通
は
す
こ
と
、
佛
の
所
読
、
我
が
法
は
東
に
流

へ
む
と
い
ふ
こ
と
を
果
す
な
り
。
是

の
日
天
皇
、
聞
め
し
已
り

こ
の
か
た

て
、
歡
喜
び
、
踊
躍
り
て
、
使
者

に
詔
し
て
云
は
く
、
朕
れ
、
昔
よ
り
來
、
未
だ
曾
て
是

の
如
き
微
妙
し
丶き
法
を
聞
く
こ
と
を
得
す
。

ピ
な
ヘ
ビ

も
は

然

る
に
朕
れ
自
ら
決
め
じ
。
乃
ち
群
臣
に
歴
問

ひ
て
曰
く
、
西
蕃

の
獻
れ
る
佛

の
相
貌
端
嚴
し
、
全
ら
未
だ
曾

て
看
す
。
禮
ふ
可
き
や

゜
歴
史
に
於
け
る
反
復
性
と
圖
式
的
範
例
(小
笠
原
)

二
七



二
八

以
不
や
L

こ
の
勅
問

に
封
し
て
蘇
我
稻
目
の
奉
佛
と
物
部
尾
輿
、
中
臣
鎌
子
の
排
佛
と
の
一
一つ
の
考
が
顯
は
れ
、
爾
來
そ
の
爭
が
繼
績
し
、
推
古

天
皇

の
時
代
よ
り
、
孝
徳
天
皇
の
時
代
に
亙
つ
て
奉
佛

の
傾
向
が
明
確

に
な
つ
た
と
云
ふ
こ
と
に
な

つ
て
ゐ
る
。

幽
二

簡
單
な
こ
の
記
述

の
中
に
は
、
考
究
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
非
常
に
多
く
が
あ
る
。
然
し
今
は
す
べ
て
省
略
さ
れ
る
。

た
穿
、
天
皇
が
こ
の

獻
上
並
び
に
上
奏
を
聞
召
さ
れ
、
「
歡
喜
踊
躍
」遊
ば
さ
れ
、
「
未
二
曾
得
シ
聞
二
如
是
微
妙
之
法
一」
と
詔
し
賜

ひ
、
且

つ
臣
下
に
、
御
下
問

の

際
「
西
蕃
獻
佛
、
相
貌
端
嚴
、
全
未
二
曾
ジ
看
」
と
仰
ぜ
ら
れ
て
ゐ
る

一
事
を
考
究
し
奉
り
た
い
の
で
あ
る
。
帥

ち
何
が
故
に
佛
教
は
微
妙

の

法
で
あ
つ
て
、
儒
教
な
ど
既
に
傳
來
し
て
ゐ
た
に
拘
は
ら
す
、
「
未
曾
得
聞
」
と
仰
せ
ら
れ
た
か
。
叉
佛
像
を
以
つ
て
相
貌
端
嚴
と
し

「
全

未
曾

看
」
と
し
給

へ
る
か
。

こ
の
こ
と
の
考
察

で
あ
る
。

こ
の
時
獻
上
の
佛
像
が
、
何
う
云
ふ
樣
式

で
あ
つ
た
か
、
今
審
か
に
す
る
こ
と
は
出
來
な

い
が
、
恐
ら
く
六
朝
式

の
釋
迦
牟
尼
佛
像
で

あ
つ
た
で
あ
ら
う
。
そ
の
大
き
さ
な
ど
も
、
相
當
大
き
い
や
う
に
推
定
し
て
ゐ
る
史
家
も
あ
る
が
、
そ
れ
も
不
明
で
あ
る
。
然
し
六
朝
式

の
金
銅
佛
で
あ
る
な
ら
ば
、
大
體
そ
の
相
貌
の
端
嚴
で
あ
つ
た
こ
と
は
推
定
さ
れ
る
。
從
來
や
」
も
す
れ
ば
六
朝
式
、
我
が
飛
鳥
式
佛
像

は
、

古
朴
、
古
拙
に
失
し
、
寫
實
的
實
感
を
拌

は
す
、
且

つ
身
體
全
部
に
於
け
る
均
衡
を
失

つ
て
ゐ
る
、
蓉
は
貸
稚
拙
な
作
品
で
あ
る
と

云
ふ
や
う
に
解
釋
さ
れ
た
傾
が
あ
つ
た
の
で
あ
る
。
然
し
そ
の
造
型
構
成
感
の
研
究
が
進
む
に
つ
れ
、
白
鳳
、
天
準
期
に
於
け
る
均
衡
的

に
し
て
肉
感

の
豐
滿
を
示
唆
す
る
諸
像
に
比
し
、
煩
惱
の
靜
寂
を
示
し
、
彼
岸

の
幽
遠
不
動
を
示
し
、
且

つ
蒼
古
な

る
根
元
的
存
在

へ
の



精
神

を
誘
導
す
る
作
物
と
し
て
、
特
に
六
朝
的
造
型
構
成
の
卓
越
性
が
承
認
さ
れ
る
傾
向
に
向
つ
て
ゐ
る
や
う
で
あ

る
。
藝
術
は
常
識
で

な
く
、
佛
菩
薩
像
亦
官
能
繋
縛

の
肉
的
鑑
賞

の
形
體
で
は
な
い
筈
で
あ
る
。

こ
の
點
に
於
て
、

こ
の
日
獻
上
さ
れ
た
佛
像
に
對
し
て
、「
相

貌
端
嚴
、
全
未
曾
看
」
と
仰
せ
ら
れ
て
ゐ
る
の
も
、
決
し
て
單
純
な
意
味
の
も
の
で
は
な

い
と
拜
察
さ
れ
る
の
で
あ

る
。

=
二

「
如
是
微
妙
之
法
」
並
び
に
「
未
曾
得
聞
」
に
つ
い
て
、
記
事

は
殆
ん
ど
そ
の
内
容
に
及
ん
で
ゐ
な
い
の
で
あ
る
。
然

し
佛
教
が
、
當
時
の

思
辨
學

一
般
に
於
て
特
に
優
越
的
な
地
位
を
持

つ
て
ゐ
た

こ
と
は
、
儒
教

の
本
土
、
道
教

の
本
土
に
於
け
る
、
佛
教

受
用
の
状
態
に
依
つ

て
そ

の

一
般
を
辨

へ
た
い
と
思
ふ
。

梁

の
武
帝
は
少
年
の
頃
よ
り
、
儒
、
老
、
佛
の
三
教
を
學
ぴ
、
就
中
、
佛
教
の
優
越
を
「
述
三
教
詩
」
に
詠
じ
て
ゐ
る
。
曰
く

「
少
時
學
周
孔
、
弱
冠
窮
六
經
、
孝
義
蓮
方
珊
、
仁
恕
滿
丹
青
、
踐
言
貴
去
伐
、
爲
善
在
好
生
、
申
復
觀
道
書
、
有
名
與
無
名
、
妙
術
鏤

金
版
、
凶興
言
隱
上
清
、
密
行
遺
陰
徳
、
顯
證
在
長
齢
、
晩
年
開
釋
卷
、
獪
月
映
衆
星
、
苦
集
始
覺
知
、
因
果
方
昭

明
、
示
教
唯
罕
等
、

至

理
歸
無
生
…
…
…
」

要

す
る
に
儒
は
現
實
的
好
生
を
求
む
る
に
あ
り
、
道
書

は
長
齡
を
顯
證
す
る
に
あ
る
。
ひ
と
り
佛
教
を
學
ぶ
に
到

つ
て
そ
れ
ら
の
教
読

は
月
前

の
星
の
如
き
も
の
と
な
り
終
る
と
去
ふ
の
で
あ
る
。
そ
し
て
佛
教

の
卓
越
性
は
何
處
に
あ
る
か
と
云

へ
ば

「
苦
集
始
覺
知
、
因
果

方
昭
明
し
と
云
ふ
こ
と
に
歸
屬
す
る
。
然
し
何
う
し
て
こ
の
こ
と
が
儒
、
道
、
二
教

に
卓
越
し
て
ゐ
る
か
。

こ
の
こ
と
は
佛
教
理
論
の
問

題
で
あ
る
の
み
な
ら
す
、
佛
教
が
歴
史
的
に
優
位
を
把
握
し
た
根
源
と
も
な
る
の
で
あ
り
、
更
に
こ
の
こ
と
の
解
釋

が
、

や
が
て
價
値
性

歴
史
に
於
け
る
反
復
性
と
圖
式
的
範
例
(小
笠
原
)

二
九



三
〇

に
於

て
他

の
思
辨
を
壓
倒
す
る
場
合
に
は
、
何
う
去
ふ
優
越
性
を
實
現
し
、
且

つ
實
證
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
か
の
申

心
問
題
を
構
成
す
る

こ
と

に
な
る
の
で
あ
る
。剛

四

「
述

三
教
詩
」
に
於
け
る
佛
教

の
優
越
性
は
、
主
と
し
て
、
「
苦
集
始
覺
知
、
因
果
方
昭
明
」
と
云
ふ
こ
と
に
齢
着
さ
れ
得
る
。
苦
集
は
四

諦

の
中
、
苦
諦
集
諦

で
あ
る
が
、
他
の
二
諦
も
そ
の
中
に
包
括
さ
れ
て
ゐ
る
と
考

へ
ら
れ
る
。
邸
ち
佛
教
教
理
中
に
於
け
る
四
諦

の
思
想

の
如
き
も
の
が
、
他
に
比
類
な
き
理
論
的
確
實
さ
を
持

つ
と
云
ふ
こ
と
に
な
る
。
然
し
四
諦
に
つ
い
て
の

一
さ
う
立
入
つ
た
読
明
が
與

へ

ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
そ
れ
は
實
に
「
因
果
方
昭
明
」
で
あ
る
。
因
果
は

一
般
的
に
は
應
報

の
因
果
で
あ
る
が
、
教
理
學

的
嚴
密
さ
を
以
つ
て

規
定
す
る
な
ら
ば
、
集
諦

の
読
明
で
も
あ
る
べ
き
十
二
因
縁
結
構
の
精
密
さ
を
意
味
し
て
ゐ
る
と
考

ふ
べ
き
で
あ
る
。
そ
れ
は
こ
の
詩

が

嚴
密

に
十
二
因
縁
を
指
し
て
ゐ
る
か
何
う
か
は
固
よ
り
別
で
あ
る
と
し
て
、
兎
に
角
佛
教
以
外
の
他

の

一
般
的
教
読

に
比
し
て
、
嚴
密
な

る
體
系
を
具

へ
て
ゐ
る
も
の
と
し
て
は
、
十
二
因
縁
を
擧
げ
ね
ば
な
ら
ぬ
の
で
あ
り
、
他
の
教
を
排
斥
し
て
、
特
に
佛
教
の
採
用
さ
れ
、

「
獪

月
映
衆
星
」
と
云
は
れ
て
ゐ
る
の
に
は
、
意
識
的
た
る
と
無
意
識
的
た
る
と
を
問
は
す
、
十
二
因
縁

の
如
き
組
織

的
教
理
が
、
何
か
の

形
に
於
て
認
め
ら
れ
て
ゐ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
筈
で
あ
る
。

こ

の
理
由
に
依
つ
て
、
十
二
因
縁

の
大
體
の
結
構
が
何
う
云
ふ
も
の
で
あ
る
か
、
そ
れ
が
確
實
な
原
理
と
し
て
、
他
を
壓
し
得
た
點
は

抑
も
何
處
に
あ
る
か

貸
考
究
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。

こ

の
こ
と
に
關
し
て
も
亦

一
往

の
注
意
を
要
す
る
。
そ
れ
は
そ
の
當
時

の
人

々
が
、
十
二
因
縁
を
如
何
な
る
形
に
於
て
了
解
し
て
ゐ
た



か
と
云
ふ
こ
と
も
、
も
と
よ
り
必
要
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
考
證
的
關
心
に
於
て
、
叉
あ
り
し
ま
玉
の
も
の
玉
復
興

の
興
味
に
於
て
、
言
語

學
的
に
、
そ
し
て
叉
本
丈
批
評
的
に
、
さ
ま
ざ
ま
の
討
究
が
企
て
ら
れ
て
ゐ
る
。

こ
の
こ
と
は
最
も
基
本
的
意
昧

に
於
て
必
要

で
あ
る
が

こ

玉
で
は
大
體
そ
れ
ら
の
成
果
と
な
つ
て
ゐ
る
も

の
を
根
據
と
し
、
十
二
因
縁

の
思
辨
的
結
構
、
客
觀
規
定
的
確

實
性
と
云
ふ
こ
と
を
、

論
理
的
に
、
そ
し
て
叉
認
識
價
値
的
に
考
察

し
た

い
の
で
あ
る
。
何
故
な
ら
ば
、
あ
り
し
ま

玉
の
も
の
Σ
復
興
は
、
單
な
る
再
建
造
で
あ

り
、
「
で
あ
つ
た
」
と
結
論
さ
れ
る
の
み
で
、
「
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
な
か

つ
た
」
と
か
、
叉
「
で
あ
る
べ
き
で
あ
る
」
と
云
ふ
斷
定

へ
の
指
針
と

は
な
り
得
な
い
か
ら
で
あ
る
。
從
つ
て
こ
玉
に
企
て
ら
れ
る
べ
き
十
二
因
縁
の
分
析
は
、
必
す
し
も
過
去
に
於
て
、
さ
う
し
た
こ
と
が
認

識

さ
れ
た
と
云
ふ
の
で
は
決
し
て
な
い
。
寧
ろ
、
過
去

に
於
け
る
そ
れ
の
認
識
は
、
多
樣
で
あ
り
、
混
合
的
で
あ
り
、
叉
や

」
も
す
れ
ば

混
亂
的
不
可
解

の
も
の
を
さ
へ
も
含
む
が
、
そ
れ
ら
の
理
解
の
伺

處
か
に
、
確
實
な
る
も
の
、
論
理
的
に
誤
ら
ざ

る
も
の
、
そ
し
て
而
も

贊
證
的
に
實
現
↓
得
る
も
の
を
求
め
な
が
ら
動

い
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
論
理
的
、
實
證
的
價
値
性
の
把
握
さ
れ
て
ゐ
る
部
分

も

あ
る
と
同
時
に
、
甚
だ
明
白
を
篏
い
て
ゐ
る
點
も
あ
る
こ
と
、
然
し
そ
れ
に
も
拘
は
ら
す
、
確
實
な
論
理
11
實
證

の
價
値
性
に
於
て
、

他

の
教
論
を
非
と
し
、
こ
の
教
読
を
取
り
上
げ
得
た
論
理
的
、
實
證
的
核
心
を
分
析
し
、
明
快
に
し
た
い
の
で
あ
る
。
云
は
f
、
何
が
十

二
因
縁
を
し
て
「
獪
月
映
衆
星
」
の
感
た
ら
し
め
た
か
の
基
本
價
値
的
認
識
の
闡
明
で
あ
る
と
云
ふ
こ
と
に
歸
す
る
で
あ
ら
う
。

「
五

十
二
因
縁
に
封
す
る
解
釋
の
甚
だ
普
通
な
も

の
は
、
三
世
兩
重
の
因
果
を
読
け
る
も
の
と
す
る
こ
と
で
あ
ら
う
。

と
の
読
が
何
う
云
ふ

傅
統
と
流
傳
と
を
以
っ
て
、
樣

々
の
觀
念
學
を
構
成
し
た
か
を
今
は
問
は
な
い
。
然
し
上
に
擧
げ
た
梁

の
武
帝
の
所
謂
、
「
因
果
方
昭
明
」

歴
史
に
於
け
る
反
復
性
と
圖
式
的
範
例
(小
笠
原
)

三
】



三
二

は
、
三
世
爾
重
の
因
果
性
の
如
き
で
あ
つ
た
か
も
知
れ
な

い
。
恐
ら
く
そ
れ
で
な
い
に
し
て
も
、
・さ
う
し
た
傾
向
的

の
も
の
で
あ

つ
た
で

あ
ら
う
。
そ
れ
は
こ
の
場
合
、
さ
程
重
大
な
關
心
性
を
持
た
な
い
。
更
に
叉

こ
の
十
二
の
因
果
的
結
構

が
、
胎
生
學
的
、
生
物
學
的
見
解

に
於
て
見
ら
れ
よ
う
と
す
る
傾
向
も
あ
る
の
で
あ
り
、
又
こ
れ
に
反
し
て
、

こ
れ
ら
の
も
の
が
、
論
理
的
、
認
識

論
的
觀
點
か
ら
解
釋
さ

れ

よ
う
と
す
る
傾
向
も
あ
る
の
で
あ
る
。
今

こ
れ
を
是
非
し
よ
う
と
云
ふ
の
で
は
な
い
。
た
貸
因
果
的
に
蓮
れ
る
十
二
の
範
疇
を
極
め
て

概
觀
し
た
と
こ
ろ
で
、
そ
れ
ら
は
單
純
に
、
胎
生
學
的
、
又
生
物
學
的
因
果

の
蓮
績

で
も
な
く
、
叉
認
識
論
的
な
、
主
觀
、
客
觀
の
成
立

並

び
に
そ
の
間
に
於
け
る
認
識
把
握

の
諸
範
疇
を
取
り
扱

つ
て
ゐ
る
の
で
も
な
い
。
幸
に
こ
の
十
二
の
範
疇
は
、

最
初
か
ら
十
二
と
し
て

結
成
さ
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
或
は
十
、
或
は
そ
れ
以
下
の
數
を
さ

へ
擧
げ
ら
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
云
は
璽
こ
の
十
二
の
も
の
は
、
完

全

な

一
體
系
の
膠
着
的
結
構
で
は
な
く
、
甚
だ
分
離
可
能
的
な
る

一團

の
集
成
で
あ
る
。

こ
の
關
係
よ
り
し
て
、

こ
玉
に
こ
の
十
二
を
四

類

の
基
本
的
因
果
性
に
分
析
し
た
い
の
で
あ
る
。
そ
の
四
類
は
次
の
も

の
で
あ
る
。

一
、
無
明
、
行
f

,こ
れ
は
形
而
上
學
的
概
念
で
あ
り
、
形
而
上
學
的
因
果
で
あ
る
。

二
、
識
、
名
色
1

こ
れ
は
認
識
論
的
概
念
で
あ
り
、
認
識
論
的
因
果
で
あ
る
。

三
、
六
處
、
觸
、
受
、
愛
、
取
、
有
ー

-
こ
れ
は
心
理
學
的
性
質

の
概
念
で
あ
り
、
心
理
學
的
因
果

で
あ
る
。

こ
の
中
、
終

の
三
、
帥
ち
愛
、
取
、
有

の
三
は
、
肚
會
的
現
象
に
關
係
す
る
處
多
く
、
肚
會
學
的
因
果
性
を
含
ん
で
ゐ
る
。

四
、
生
、
老
死
i

こ
れ
は
生
理
學
的
、
叉
生
物
學
的
範
疇
で
あ
つ
て
、
生
理
學
的
因
果
、
叉
生
物
學
的
因
果

で
あ
る
。

こ
の
分
析
に
關
し
て
、
若
干
の
読
明
が
加

へ
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
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こ
σ
四
類

の
基
本
因
果
の
中
、
最
も
理
解

さ
れ
易
く
、
最
も
よ
く
經
驗
界
を
読
明
す
る
も
の
は
、
第
三
の
心
理
學
的
因
果
で
あ
る
。
六

處

の
器
官
に
よ
り
、
感
覺
と
し
て
の
「
觸
」
が
成
立
し
、

こ
の
感
覺
が
基
礎
と
な
り
、
そ
の
反
應
と
も
考

へ
ら
れ
て
ゐ
る
「
受
」
な
る
感
惰

が

成
立

す
る
。
こ
の
感
情

の
主
要
な
る
も
の
は
快
と
不
快

で
あ
る
が
、
そ
の
こ
と
に
よ
り
し
て
快
を
與

へ
る
饗
象
に
向

つ
て
「
愛
」
を
持

つ
。

愛

は
愛
好
で
あ
り
、
愛
着
で
も
あ
る
。
か
く
し
て
こ
れ
を
求
め
動
く
、
「
取
」
の
活
動
と
な
り
、
取
の
結
果
と
し
て
、
取
り
得
た
も
の
が
、

關

心
的
存
在
性
を
明
確
に
持

つ
。

こ
れ
が
「有
」
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
複
合
化
は
、
す
べ
で
煩
惱
、
苦
惱

へ
と

の
進
行

で
あ
る
が
、

こ
の
こ

と

は
、
現
在
我

々
の
愛
着
憎
嫉
の
苦
惱
を
読
明
す
る
の
に
、
十
分
で
あ
り
明
快

で
あ
る
。
か
玉
る
心
理
的
要
素

の
分
析
と
複
合
化
と
を
推

理
的
に
、
實
證
的
に
読
明
し
て
ゐ
る
教
読
は
他
に
當
時
そ
の
比
を
見
な
い
。
こ
の
明
確
さ
が
、
こ
X
で
読
明
さ
れ

た
と
同
樣

の
意
味
で
あ

る
と
は
云
は
れ
な
い
に
し
て
も
、
心
理
現
象

の

一
般
的
事
實
と
し
て
、
大
體
に
於
て
よ
く
了
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

さ
て
こ
の
「有
」
か
ら
、
次
の
「
生
」
に
移
る
經
路
は
甚
だ
明
白
で
な
い
。
三
世
兩
重
の
因
果
で
は
、
愛
、
取
、
有

は
未
來
因
と
さ
れ
、
生

老
死
が
未
來
果
と
さ
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
が
、

こ
れ
に
は
當
時

の
特
有
な
觀
念
學
的
想
定
が
必
要
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
愛
、
取

有

と
進
む
心
理
遞
程
と
異
り
、

こ
N
で
は
ビ生
か
ら
老
死

へ
進
む
全
く
の
生
理
過
程
で
あ
る
。
生
か
ら
老
死
に
進
む

こ
と
も
、
明
瞭
な
必
然

の
結
合
で
は
あ
る
が
、
思
辨
的
理
論
の
考
察
と
し
て
は
、
あ
ま
り
に
單
純
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
を
自
覺
さ
せ
る
こ
と
が
必
す
し
も
他

に
比

類

が
な
い
と
去
ふ
ほ
ど
深
邃
性
を
持
た
な
い
や
う
に
思
は
れ
る
。

次
に
第
三
よ
り
逆
行
し
て
、
第
二
と
の
關
係
に
進
む
。
第

二
は
識
と
、
名
色
と
の
成
立
關
係
で
、
識
と
名
、
色
と
は
叉
銃
形
の
同
時
的

歴
史
に
於
け
る
反
復
性
と
圖
式
的
範
例
(小
笠
原
)
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論
理
關
係
の
成
立
と
し
て
解
釋
さ
れ
て
ゐ
る
。

こ
れ
は
了
別

の
主
觀
と
名
色

の
客
觀
と
の
認
識
關
係

の
規
定
で
、
特

に
こ
れ
を
理
解
す
る

爲

に
は
、

一
定
の
修
學
を
要
求
す
る
。
決
し
て
常
識
的
經
驗
的
の
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
が
理
論
價
値
と
し
て
高
度

の
も
の
で
あ
る
か
何

う
か
は
、
立
ち
入
つ
て
考
究
さ
れ
る
べ
き
で
は
あ
る
が
、
兎
に
角
、
深
遠
な
る
思
辨
能
力
を
要
す
る
。
古
代

の
多
く
の
學
匠
た
ち
は
無
論

こ
れ

の
檢
討
に
專
心
し
た
で
あ
ら
う
。
そ
し
て
こ
の
根
柢
の
上
に
第
三
の
心
理
的
因
果
の
如
き
も
の
が
成
立
し
て
來
た
の
で
あ
ら
う
。
從

つ
て
學
問
的

に
は
價
値

の
重
要
性
を
實
現
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
が
、

一
般
に
廣
く
理
解
さ
れ
る
に
は
、
あ
ま
り
に
幽
玄
な
も
の
で
あ
る
。

こ
の
認
識
論
的
因
果
よ
り
更
に
、
無
明
、
行
な
る
形
而
上
學
的
因
果
に
進
む
に
及
ん
で
、
思
辨
の
幽
玄
性
は

一
さ
う
徹
底
ず
る
。
そ
し
て

そ
れ
は
基
本
的
信
條
を
構
成
す
る
。

か
や
う
に
、
因
果
叉
は
十
二
因
縁

と
呼
ば
れ
て
ゐ
る
の
で
は
あ
る
が
、
そ
の
内
容
は
甚
だ
複
合
的
で
あ
り
、
且

つ
幽
玄
で
あ
る
。
然
し

そ

れ
に
も
拘
は
ら
す
、
生
、
老
死
の
因
果
關
係
は
明
瞭
で
あ
り
、
あ
ま
り
に
明
瞭
で
あ
る
に
反
し
、
六
處
よ
り
有
に
到
る
心
理
學
的
因
果

は
、
誠
に
よ
く
、
現
實
的
生
存
苦
並
び
に
瓧
會
的
生
活
苦
を
読
明
し
て
餘
蘊
な
き
感
が
あ
る
。

こ
の
こ
と
が
梁

の
武
帝

の
「
獪
月
映
衆
星
」

と

な
つ
た
と
考

へ
て
差
支

へ
な
い
の
で
あ
る
。

嗣
七

欽
明
紀
は
、
當
時
將
來
さ
れ
た
「
經
論
若
干
卷
」
が
何
經
、
何
論
で
あ

つ
た
か
を
明
記
し
て
ゐ
な
い
。
然
し
そ
の
後

の
經
過
に
於
て
、
叉

時
代

の
流
逋
か
ら
考

へ
て
、
大
體
般
若
系

の
も

の
で
あ
つ
た
で
あ
ら
う
と
か
、
聖
徳
太
子
の
三
經
義
疏
か
ら
推
し

て
、
さ
う
し
た
傾
向
の

も

の
で
あ
つ
た
で
あ
ら
う
と
か
推
定
は
さ
れ
得
る
。
然
し
そ
れ
ら
の
經
論
が
何
で
あ

つ
て
も
、武
帝

の
所
謂
「
苦
集
始
覺
知
」
と
「
因
果
方
昭
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と
云
ふ
や
う
な
教
理
を
含
ん
で
ゐ
た
と
と
は
確
實
に
推
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
何
故
な
ら
ば
か
玉
る
根
本
教
読
を
離
れ

て
、
佛
法
は

有
り
得
な
い
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
考
察

の
歸
結
と
し
て
、
始
め
て
紀
の

「
是

の
日
、
天
皇
、
聞
め
し
巳
り
て
、
歡
喜
び
踊
躍
り

て
、
使
者
を
詔

し
て
云
は
く
、
験
れ

昔
よ
塊
鷲
壊
未
だ
曾
て
是

の
如
き
微
妙

の
法
を
聞
く

こ
と
を
得
す
」
と
云
ふ
記
述
の
論
理
的
根
據
を
了
解

し
得
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ

の
「
如
是
微
妙
之
法
」
は
數
百
年
更
に

一
千
有
餘
年

の
我
が
思
辨
界
を
基
礎
付
け
た
の
で
あ
る
。

「
如
是
微
妙
之
法
」
の
御
稱
揚
を
蒙

つ
た
に
も
拘
は
ら
す
、
佛
教
即
時
、
公
式

の
採
用
を
得
な
か
つ
た
。
そ
れ
に
は
さ
ま
ざ
ま
の
摩
擦
が

あ
つ
た
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
摩
擦
は
、
因
果

の
理
法
に
樹
す
る
理
論
的
摩
擦

で
は
な
く
、
寧
ろ
他

の
政
治
的
、
制
度

的
な
も
の
よ
り
來
る

摩
擦

で
あ
つ
た
と
推
定
さ
れ
る
。
そ

の
理
由
は
、
と
の
摩
擦
は
、
佛
教
歡
理
の
修
正
に
依
う

て
淌
滅
し
た
の
で
は
な
く
、
政
治
的
改
新

の

こ
と
に
依

つ
て
自
然
淌
滅

し
て
行

つ
た
か
ら
で
あ
る
。
鄙
ち
大
化
改
薪
は
全
く
こ
の
摩
擦
性
を
淌
滅
さ
せ
、
改
新
の
當
初
に
當
つ
て
、
佛

法
興

隆
の
詔
勅
さ

へ
下
さ
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
中
臣
氏
は
、
佛
法
渡
來

の
時
、
物
部
氏
と
共
に
、
排
佛
を
唱
導
し
た
の
で
あ
つ
た
が
漸

次
奉
佛

に
移
り
、
大
化
改
新
に
翼
賛
し
奉
つ
た
中
臣
鎌
足
は
そ
の
子
を
定
惠
法
師
と
な
し
、
入
唐
さ
せ
て
佛
教
教
理

の
研
究
を
も
さ
せ
て

ゐ
る
。

こ
の
こ
と
は
要
す
る
に
、

一
定

の
確
實
な
る
、
主
觀
的
、
並
び
に
客
觀
的
眞
理
を
保
有
し
、
他
に
類
比
す
る
も

の
が
乏
し
い
場
合

に
は
、
樣

々
の
事
惰
に
も
拘
は
ら
す
、
健
全
な
る
信
條
を
確
保
し
、
よ
く
丈
化
の
樞
軸
と
な
り
得
る
こ
と
を
明
瞭
に
し
て
ゐ
る
と
考
ふ
べ

き
で
あ
る
。

佛
教
教
理
の
す
べ
て
が
、
常
に
必
す
眞

の
み
を
代
表
し
て
ゐ
る
も

の
か
、
叉
こ
れ
の
研
鑽
者
、
流
通
者
、
支
持
者

が
悉
く
誤
謬
な
し
に

教
義

と
教
團
と
を
發
展
さ
せ
得
た
か
何
う
か
は
別
と
し
て
、
少
く
と
も
沸
教
が
時
代
の
多
大
な
る
信
頼
を
持
ち
、
よ
く

一
世
の
丈
化
精
紳

歴
史
に
於
け
る
反
復
性
と
圓
式
的
範
例
(小
笠
原
)
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を
支
持
し
得
た
根
柢
に
は
そ

の
時
代
と
し
て
、
實
に
抗
爭
す
べ
か
ら
ざ
る

一・つ
の
原
理
性
を
把
持
し
て
ゐ
た
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
眞
理
性

を
把
持
し
、
且
つ
展
開
さ
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
も
の
は
、
人
間

で
あ
る
が
、
入
間
抑
も
錯
誤
的
傾
向
に
動
く
要
素
を
甚
だ
多
量
に
持

っ
。
教
理

に
盛
嚢
あ
り
、
教
團
に
榮
枯
あ
る
所
以

の
も
の
は
、
正
さ
に
健
全
な
る
認
識
性
と
錯
誤
性
と
の
交
響

に
依
る
。
輝
か

し
き
教
理
の
健
實
性

優
越
性
を
回
顧
す
る
と
共
に
、
そ
の
要
素
的
な
る
も
の
玉
性
質
を
了
解
し
、
そ
の
本
質
を
た
え
す
純
淨
に
維
持

し
磨

く
こ
と
は
歴
史
を
學

ぶ
も

の
玉
任
務
で
あ
る
。剛

八

こ
の
稿
の
初
頭
に
於
て
考
究
し
た
や
う
に
、
歴
史
は
單
に
反
復
性
な
き

】
回
的
の
も
の
で
は
な
く
、
そ
れ
が
要
素

は
、
.
た
え
す

一
定
の

程
度

に
於
て
、
反
復
可
能
な
の
で
あ
る
。
反
復
可
能
な
爲
に
知
識
の

}
端
と
し
て
學
ぶ
の
で
あ
る
。
何
が
要
素
か
、
何
が
ど
の
場
合
反
復

可
能

で
あ
る
か
、
そ
し
て
未
來
に
羯
す
る
推
定
と
、
そ
れ
に
善
處
す
る
爲

の
方
策

が
、
如
何
な
る
研
究

の
方
法
に
依

つ
て
獲
得
さ
れ
る
か

こ
れ
ら
の
こ
と
は
、
歴
史
學

の
最
も
基
本
性
を
構
成
す
る
も
の
で
あ
る
。
歴
史
現
象
そ
の
も
の
は
、
抽
象

の
原
理
で
な
く
、
生
活

の
現
實

で
あ
り
、
亦
具
象
的
事
實
で
あ
る
。
こ
の
爲
に
單
に

一
定

の
方
法
と
原
則
と
を
典
型
的
に
確
立
し
て
、
そ
れ
の
適
用

を
強
制
す
べ
き
で
は

な
い
。
個

の
中

に
於
て
普
遍
的
適
用
可
能
性
の
多
く

の
竜
の
を
見
出
し
、
又
こ
れ
を
最
も
爰
當
な
も
の
に
適
用
し
て
、
推
定
と
方
策
と
を

確
定
す
べ
き
で
あ
る
。
過
現
未
の
三
時
に
亙
つ
て
、
雜
多
そ
の
も
の
で
あ
る
事
象
を
堪

へ
す
倦
ま
す
學
ぶ
こ
と
、
そ
し
て
常
に
そ
れ
の
普

遍
化
と
適
用
性
と

の
可
能
を
檢
討
す
る
こ
と
は
、
多
大
な
る
勞
苦
で
あ
る
と
共
に
、
又
學
に
從
事
す
る
も

の
」
限
り

な
き
興
趣
で
あ
る
と

考

へ
ら
れ
る
。

、


