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事
典
を
つ
く
っ
た
人

―
下
中
弥
三
郎
―

こ
れ
か
ら
先
、
何
十
年
か
の
時
が
流
れ
、
あ
な
た
が
お
母
さ
ん
、
お
父
さ
ん
に
な
っ
て
い
る
と
し
ま
し
ょ
う
。

な
か
な
か
机
に
向
か
わ
な
い
小
学
三
年
生
か
四
年
生
に
な
る
娘
ま
た
は
息
子
が
い
た
ら
、
あ
な
た
も
そ
う
言
わ

れ
た
よ
う
に
、
「
勉
強
し
な
さ
い
！
」
と
か
「
宿
題
し
た
の
？
」
と
し
か
ら
ず
に
は
い
ら
れ
な
く
な
る
。

す
る
と
、
あ
な
た
の
子
供
は

「
な
ん
で
勉
強
せ
な
あ
か
ん
の
？
」
と
、
開
き
直
る
。

そ
う
き
た
ら
、
こ
う
言
っ
て
あ
げ
る
と
よ
い
で
し
ょ
う
。

「
そ
れ
は
、
自
分
の
知
ら
な
い
こ
と
を
発
見
す
る
た
め
に
だ
よ
。
」
と
。

そ
し
て
、
我
が
子
が
も
う
少
し
大
き
く
な
っ
て
、
今
の
あ
な
た
く
ら
い
に
成
長
し
た
ら
、
こ
の
物
語
の
主
人
公
、

下
中
弥
三
郎
と
い
う
人
の
お
話
を
し
て
あ
げ
て
く
だ
さ
い
。

種
明
か
し
を
し
て
し
ま
う
と
、
下
中
弥
三
郎
さ
ん
は
日
本
で
初
め
て
百
科
事
典
を
つ
く
っ
た
人
で
す
。

「
事
典
」
と
い
う
言
葉
も
彼
の
造
語
だ
と
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
当
時
「
辞
典
」
と
い
う
言
葉
は
あ
り
ま
し
た
が
、

「
事
典
」
と
い
う
言
葉
の
も
つ
意
味
深
さ
は
、
弥
三
郎
さ
ん
の
知
識
に
対
す
る
こ
だ
わ
り
を
知
る
に
つ
れ
て
わ
か

っ
て
く
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

弥
三
郎
さ
ん
は
、
子
供
の
こ
ろ
は
家
庭
が
貧
し
く
、
学
校
に
も
行
け
な
い
状
況
で
し
た
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

自
分
の
知
ら
な
い
こ
と
を
発
見
す
る
こ
と
に
無
上
の
喜
び
を
感
じ
な
が
ら
、
勉
強
を
続
け
ま
し
た
。

こ
れ
は
日
本
の
出
版
界
、
い
や
、
社
会
の
歴
史
に
残
る
百
科
事
典
を
発
刊
し
た
そ
の
弥
三
郎
さ
ん
の
お
話
で
す
。

弥
三
郎
は
一
八
七
八
（
明
治
十
一
）
年
、
丹
波
焼
で
有
名
な
篠
山
に
窯
元
の
長
男
と
し
て
生
ま
れ
ま
し
た
。
下

中
家
で
は
跡
取
り
が
生
ま
れ
た
と
、
皆
で
大
喜
び
し
た
そ
う
で
す
。
と
こ
ろ
が
、
弥
三
郎
が
数
え
の
三
歳
の
時
に
、

父
が
亡
く
な
っ
て
し
ま
う
の
で
す
。
父
あ
っ
て
の
窯
元
で
し
た
か
ら
、
下
中
家
の
家
計
は
当
然
厳
し
く
な
り
ま
し

た
。
極
貧
の
暮
ら
し
は
、
子
供
の
弥
三
郎
に
大
き
な
影
響
を
与
え
ま
す
。
後
年
、
弥
三
郎
は
、
か
ら
だ
を
く
の
字

に
曲
げ
て
日
暮
れ
ま
で
田
ん
ぼ
で
働
く
母
の
姿
が
心
に
焼
き
付
い
て
い
る
と
、
言
っ
て
い
ま
す
。
収
穫
し
た
わ
ず

か
な
米
も
借
金
の
利
子
に
取
ら
れ
る
始
末
で
、
育
ち
盛
り
の
弥
三
郎
は
、
い
つ
も
空
腹
と
闘
っ
て
い
ま
し
た
。
近

所
の
家
か
ら
漂
っ
て
く
る
ゆ
う
げ
の
に
お
い
に
、
胃
袋
が
ゴ
ォ
ー
と
滝
の
よ
う
な
音
を
た
て
る
こ
と
が
よ
く
あ
り

ま
し
た
。

学
校
へ
弁
当
を
持
っ
て
い
く
こ
と
が
で
き
ず
、
昼
食
時
に
は
家
に
帰
っ
て
き
て
、
リ
ョ
ウ
ブ
と
い
う
木
の
葉
に

わ
ず
か
な
米
を
混
ぜ
、
お
茶
で
そ
れ
を
流
し
込
み
、
急
い
で
学
校
へ
戻
る
の
で
す
。
学
校
ま
で
駆
け
る
弥
三
郎
の

腹
か
ら
、
チ
ャ
ッ
ポ
ン
、
チ
ャ
ッ
ポ
ン
と
音
が
し
た
と
い
い
ま
す
か
ら
、
お
昼
ご
飯
は
ほ
と
ん
ど
水
分
だ
っ
た
の

で
し
ょ
う
。

ど
れ
ほ
ど
貧
し
く
て
も
、
空
腹
で
あ
っ
て
も
、
弥
三
郎
は
学
校
を
休
む
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

毎
日
、
先
生
が
教
え
て
く
れ
る
こ
と
を
目
を
輝
か
せ
て
聞
き
、
新
し
い
知
識
に
出
会
う
喜
び
を
感
じ
て
い
ま
し
た
。
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し
か
し
、
家
の
事
情
は
い
よ
い
よ
弥
三
郎
を
学
校
に
通
わ
せ
ら
れ
な
い
ほ
ど
に
切
迫
し
ま
す
。
十
一
歳
の
時
、

家
計
を
助
け
る
た
め
に
学
校
を
や
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
り
ま
し
た
。
弥
三
郎
は
窯
元
で
手
伝
い
を
始
め
ま
し

た
。小

さ
い
体
で
重
い
土
を
背
負
っ
て
峠
を
何
べ
ん
も
越
え
る
の
で
す
。
土
の
重
さ
に
よ
ろ
め
い
て
は
立
ち
止
ま
り
、

歩
い
て
は
倒
れ
、
倒
れ
て
は
立
ち
上
が
り
、
そ
う
し
て
弥
三
郎
は
懸
命
に
働
き
ま
し
た
。
鬼
の
よ
う
な
形
相
で
、

弥
三
郎
は
必
死
に
踏
ん
張
り
ま
し
た
。

そ
の
姿
に
母
は
、
勉
強
好
き
の
息
子
が
学
校
へ
通
え
な
い
こ
と
を
不
び
ん
に
思
い
、

「
す
ま
ん
な
、
こ
ら
え
て
や
。
」

と
涙
を
流
す
の
で
し
た
。
母
に
そ
う
泣
か
れ
る
と
弥
三
郎
は
、

「
か
あ
ち
ゃ
ん
、
気
に
せ
ん
で
え
え
。
僕
に
は
、
こ
の
本
が
あ
る
。
」

と
、
分
厚
い
本
を
指
さ
し
ま
し
た
。

そ
の
本
は
、
近
所
に
住
む
医
師
の
中
井
先
生
が
、
「
お
ま
え
の
学
問
好
き
は
感
心
や
」
と
言
っ
て
、
譲
っ
て
く

れ
た
も
の
で
し
た
。
百
科
全
書
と
い
っ
て
当
時
の
西
洋
の
知
識
が
詰
め
込
ま
れ
た
書
物
で
し
た
。
中
井
先
生
は
、

「
自
ら
知
り
た
い
と
思
う
こ
と
を
追
い
求
め
る
の
が
本
当
の
学
問
だ
」
と
弥
三
郎
に
諭
し
ま
し
た
。
そ
し
て
学
問

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
見
え
ん
も
の
が
、
見
え
る
よ
う
に
な
っ
て
く
る
ん
じ
ゃ
」
と
も
言
い
ま
し
た
。

弥
三
郎
は
、
学
校
へ
行
く
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
て
も
、
そ
の
百
科
全
書
を
毎
日
、
毎
日
読
み
、
多
く
の
こ
と

を
学
ん
で
い
っ
て
は
、
新
し
い
知
識
を
身
に
つ
け
る
こ
と
の
喜
び
を
感
じ
て
い
た
の
で
す
。
そ
の
様
子
に
母
は
、

「
お
前
は
、
腹
が
減
っ
た
ら
、
茶
わ
ん
に
字
を
入
れ
て
食
べ
た
ら
い
い
ほ
ど
、
本
好
き
や
な
」
と
言
っ
た
そ
う
で

す
。後

年
、
弥
三
郎
は
「
激
し
い
労
働
に
服
し
な
が
ら
も
夜
学
な
ど
し
て
一
日
た
り
と
も
研
学
の
志
は
捨
て
な
か
っ

た
」
と
、
こ
の
こ
ろ
の
こ
と
を
回
顧
し
て
い
ま
す
。

篠
山
に
は
鳳
鳴
義
塾
と
い
う
学
校
が
あ
り
ま
し
た
が
、
そ
こ
は
裕
福
な
家
庭
の
子
供
し
か
学
べ
ま
せ
ん
で
し
た
。

弥
三
郎
の
学
問
好
き
の
評
判
を
聞
い
た
村
の
指
導
者
で
あ
る
大
西
寛
之
助
と
い
う
人
が
、
差
し
向
か
い
で
弥
三

郎
を
教
育
し
て
く
れ
ま
し
た
。
弥
三
郎
は
そ
こ
で
も
熱
心
に
学
び
ま
し
た
。

二
十
一
歳
に
な
っ
た
弥
三
郎
は
、
神
戸
へ
出
て
小
学
校
の
代
用
教
員
の
職
を
得
ま
し
た
。
そ
し
て
独
学
し
て
小

学
校
の
教
員
免
許
を
と
り
ま
す
。
勤
め
た
小
学
校
は
大
き
く
て
、
図
書
館
に
豊
富
な
書
籍
が
あ
る
の
が
弥
三
郎
に

は
魅
力
で
し
た
。
だ
れ
も
が
嫌
が
る
宿
直
を
わ
ざ
わ
ざ
引
き
受
け
て
、
片
っ
端
か
ら
図
書
館
の
本
を
読
ん
で
い
っ

た
そ
う
で
す
。
自
分
の
知
ら
な
い
こ
と
を
発
見
す
る
毎
日
が
続
き
ま
し
た
。

や
が
て
弥
三
郎
は
、
帝
国
図
書
館
が
あ
る
と
い
う
東
京
に
あ
こ
が
れ
を
も
ち
ま
す
。
神
戸
で
は
、
小
学
校
で
教

え
、
自
ら
は
書
物
で
学
び
、
そ
し
て
研
究
し
、
「
小
学
校
に
お
け
る
国
語
及
び
そ
の
教
授
法
」
と
い
う
本
を
自
費

で
出
版
し
ま
し
た
。
後
に
「
出
版
は
教
育
な
り
」
と
、
出
版
社
を
設
立
す
る
弥
三
郎
の
、
そ
れ
は
第
一
歩
で
し
た
。

弥
三
郎
が
あ
こ
が
れ
の
帝
国
図
書
館
の
あ
る
東
京
に
出
た
の
は
二
十
四
歳
の
時
で
し
た
。
夜
学
の
学
校
に
入
り

ま
し
た
が
、
二
年
の
課
程
を
待
た
ず
、
半
年
で
辞
め
ま
し
た
。
先
生
の
講
義
を
聴
く
よ
り
、
自
ら
進
ん
で
図
書
館

で
研
究
す
る
方
が
性
に
合
っ
て
い
た
よ
う
で
す
。
東
京
で
の
弥
三
郎
は
、
あ
ら
ゆ
る
分
野
に
興
味
を
も
ち
、
本
人

は
「
学
問
上
の
一
浮
浪
人
」
だ
っ
た
と
当
時
の
自
分
を
表
現
し
て
い
ま
す
。
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一
九
〇
五
（
明
治
三
十
八
）
年
に
、
日
本
女
子
美
術
学
校
の
教
師
と
な
っ
た
弥
三
郎
は
、
今
ま
で
中
心
に
研
究

し
て
き
た
国
文
学
だ
け
で
な
く
、
哲
学
、
宗
教
、
社
会
科
学
、
教
育
学
、
文
学
、
美
術
な
ど
に
捨
て
難
い
面
白
み

を
感
じ
ま
す
。
三
十
歳
に
な
っ
て
も
、
多
方
面
へ
知
的
な
関
心
を
向
け
て
い
き
ま
し
た
。

一
九
一
〇
（
明
治
四
十
三
）
年
、
中
等
教
員
検
定
試
験
に
合
格
し
た
弥
三
郎
は
、
埼
玉
県
師
範
学
校
に
奉
職
し

ま
し
た
。
倫
理
学
な
ど
の
講
義
を
受
け
持
ち
ま
し
た
が
、
学
生
に
教
え
る
だ
け
で
な
く
、
こ
こ
で
も
学
校
に
あ
る

図
書
館
の
豊
富
な
蔵
書
の
恩
恵
を
受
け
、
弥
三
郎
は
自
ら
多
く
の
こ
と
を
学
ん
だ
の
で
す
。

安
定
し
た
収
入
も
得
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
結
婚
も
し
て
、
家
も
得
た
弥
三
郎
の
生
活
は
落
ち
着
い
て
き
ま
し

た
。
し
か
し
、
な
ぜ
か
弥
三
郎
は
、
こ
の
生
き
方
に
物
足
り
な
さ
を
感
じ
る
の
で
し
た
。

こ
れ
ま
で
弥
三
郎
は
辞
典
や
字
典
な
ど
を
読
破
し
て
き
ま
し
た
。
こ
れ
ら
が
独
学
者
の
知
見
を
広
め
る
の
に
、

ど
れ
ほ
ど
役
立
っ
た
か
し
れ
な
い
と
、
弥
三
郎
は
あ
る
講
演
で
回
顧
し
て
い
ま
す
。

「
し
か
し
、
辞
書
の
た
ぐ
い
は
使
い
慣
れ
る
と
、
何
か
物
足
り
な
い
。
」

弥
三
郎
は
、
い
っ
た
い
何
が
物
足
り
な
い
か
を
考
え
て
み
ま
し
た
。
ま
ず
、
「
意
味
が
わ
か
る
」
こ
と
と
「
知

る
」
と
い
う
こ
と
に
は
、
大
き
な
違
い
が
あ
る
と
感
じ
ま
し
た
。
「
意
味
が
わ
か
る
こ
と
は
『
知
る
』
こ
と
の
ス

タ
ー
ト
ラ
イ
ン
に
立
っ
た
に
す
ぎ
な
い
。
だ
か
ら
自
分
が
求
め
る
よ
う
な
深
い
内
容
に
応
え
る
こ
と
が
で
き
な
い

の
だ
」
と
思
い
ま
し
た
。
さ
ら
に
、
「
言
葉
の
意
味
を
相
手
に
す
る
だ
け
で
は
や
は
り
十
分
で
は
な
い
」
と
思
う

の
で
し
た
。
「
言
葉
と
い
う
よ
り
事
柄
を
、
し
か
も
世
界
の
あ
ら
ゆ
る
事
柄
を
知
る
こ
と
の
で
き
る
よ
う
な
書
物

が
欲
し
い
も
の
だ
」
と
強
く
思
う
よ
う
に
な
っ
た
の
で
す
。

弥
三
郎
は
、
「
僕
に
は
、
こ
の
本
が
あ
る
」
と
、
百
科
全
書
を
む
さ
ぼ
り
読
ん
で
い
た
子
供
の
こ
ろ
を
思
い
出

し
て
い
ま
し
た
。
あ
の
よ
う
な
本
が
あ
れ
ば
、
た
と
え
ば
自
分
の
よ
う
に
貧
し
く
、
学
校
へ
行
け
な
い
人
た
ち
で

も
知
識
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
。
弥
三
郎
は
そ
う
考
え
、
日
ご
ろ
か
ら
原
稿
を
書
き
た
め
て
い
き
ま
し
た
。

そ
し
て
、
い
よ
い
よ
一
九
一
四
（
大
正
三
）
年
、
「
や
、
此
は
便
利
だ
」
と
い
う
新
語
辞
典
を
あ
る
出
版
社
か

ら
発
刊
し
た
の
で
す
。
ど
こ
ろ
が
、
そ
の
会
社
は
資
金
繰
り
が
う
ま
く
い
か
ず
、
す
ぐ
に
倒
産
し
て
し
ま
い
ま
す
。

弥
三
郎
は
こ
の
本
を
自
ら
出
版
し
な
く
て
は
な
ら
な
く
な
り
ま
し
た
。

こ
れ
が
、
彼
が
創
業
し
た
平
凡
社
の
始
ま
り
で
す
。

「
や
、
此
は
便
利
だ
」
は
平
凡
社
が
通
信
販
売
を
し
て
み
る
と
、
よ
く
売
れ
ま
し
た
。
弥
三
郎
は
、
世
の
中
の
人
々

が
、
知
識
を
求
め
て
い
る
こ
と
を
実
感
し
、
人
々
の
知
り
た
い
、
学
び
た
い
と
い
う
意
欲
に
応
え
る
、
さ
ら
に
立

派
な
本
を
つ
く
り
た
い
と
考
え
ま
し
た
。

弥
三
郎
は
、
理
想
の
本
を
具
体
的
な
形
に
企
画
し
て
み
ま
し
た
。
そ
れ
は
壮
大
な
ス
ケ
ー
ル
で
、
世
界
の
あ
り

と
あ
ら
ゆ
る
事
象
を
ま
と
め
て
説
明
す
る
と
い
う
も
の
で
し
た
。
一
九
二
九
（
昭
和
四
）
年
か
ら
編
集
に
着
手
し
、

こ
れ
ま
で
に
知
り
合
っ
た
多
く
の
識
者
の
協
力
を
得
て
、
一
九
三
一
（
昭
和
六
）
年
に
「
大
百
科
事
典
」
の
第
一

巻
が
発
刊
さ
れ
た
の
で
す
。

「
平
凡
社
は
名
前
は
平
凡
だ
が
、
や
る
こ
と
は
非
凡
だ
」
と
賞
賛
さ
れ
ま
し
た
。

「
よ
し
。
こ
れ
で
、
多
く
の
人
と
わ
か
ら
な
い
こ
と
を
知
る
喜
び
を
分
か
ち
合
う
こ
と
が
で
き
る
。
」

ず
し
り
と
重
い
大
百
科
事
典
を
手
に
し
、
大
き
く
う
な
ず
く
弥
三
郎
で
し
た
。

そ
れ
か
ら
三
年
後
、
全
二
十
八
巻
が
発
刊
さ
れ
、
編
集
は
完
結
し
ま
し
た
。
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二
十
八
巻
が
完
結
し
た
直
後
、
時
代
の
流
れ
や
変
化
の
中
で
、
改
訂
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
項
目
が
あ
る
こ
と

を
す
で
に
弥
三
郎
さ
ん
は
指
摘
し
て
い
ま
す
。
言
葉
で
は
な
く
「
事
柄
」
を
追
い
求
め
れ
ば
新
し
い
こ
と
に
出
会

う
の
は
当
然
の
こ
と
で
し
た
。
自
分
の
知
ら
な
い
こ
と
の
発
見
に
、
弥
三
郎
さ
ん
は
ど
こ
ま
で
も
ど
ん
欲
で
し
た
。

「
大
百
科
事
典
」
は
そ
の
後
「
世
界
大
百
科
事
典
」
と
な
り
、
今
日
も
発
刊
が
続
い
て
い
ま
す
。
今
も
な
お
、

多
く
の
人
の
知
識
の
宝
庫
と
な
っ
て
い
ま
す
。

今
で
は
調
べ
も
の
は
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
や
電
子
辞
書
で
事
足
り
て
し
ま
う
時
代
で
す
が
、
そ
れ
で
も
人
間
か
ら
、

何
か
を
知
り
た
い
、
と
い
う
欲
求
が
消
え
失
せ
る
こ
と
な
ど
あ
り
ま
せ
ん
。
も
ち
ろ
ん
「
世
界
大
百
科
事
典
」
も

電
子
化
さ
れ
て
、
多
く
の
人
に
親
し
ま
れ
て
い
ま
す
が
、
一
度
機
会
が
あ
っ
た
ら
、
あ
の
分
厚
い
一
冊
を
手
に
し

て
み
て
く
だ
さ
い
。

ず
し
り
と
く
る
そ
の
本
の
重
み
は
、
生
涯
を
通
し
自
分
の
知
ら
な
い
こ
と
を
発
見
し
よ
う
と
し
て
き
た
人
、
下

中
弥
三
郎
さ
ん
が
積
み
重
ね
て
き
た
、
知
へ
の
探
究
心
の
重
み
そ
の
も
の
な
の
で
す
。

本
資
料
の
著
作
権
は
兵
庫
県
教
育
委
員
会
に
帰
属
し
ま
す
。

本
文
の
す
べ
て
ま
た
は
一
部
に
つ
い
て
無
断
で
複
写
し
て
使
用
す
る
こ
と
を
禁
止
し
ま
す
。


