
8
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
第
一
章
序
論
。
こ
こ
で
著
者
は
隙
逸
の
問
題
性
を
素
描
し
て
い
る
。
隠
逸
は

％
　
批
評
．
紹
介
　
．
　
．
　
　
　
　
・
專
鯉
會
籔
す
る
批
響
で
あ
り
抵
薯
で
あ
る
・
だ
か
ら
隙
逸
は
專
鯉

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〃
　
會
を
鋭
く
解
く
メ
ス
で
あ
り
、
隙
逸
の
吟
味
は
專
制
肚
會
を
暴
露
す
る
事
に
な

　
　
　
　
　
　
　
專
制
肚
會
に
お
け
る
抵
抗
精
神
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
る
。
し
か
も
此
の
隙
逸
は
奮
中
國
枇
會
に
存
在
し
得
た
ば
か
り
で
な
く
構
讃
さ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ー
中
國
的
隙
逸
の
研
究
i
　
　
　
　
　
　
　
　
　
れ
て
さ
え
い
た
。
著
者
は
此
の
鮎
を
蒋
に
問
題
と
す
る
。
そ
し
て
此
の
讃
美
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
　
　
　
　
根
　
　
　
本
　
　
　
　
誠
　
著
　
　
　
　
本
質
を
隙
逸
の
現
實
否
定
に
よ
る
自
由
と
李
和
の
獲
得
に
指
摘
す
る
。
隠
逸
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
昭
和
二
十
七
年
十
月
五
日
　
創
元
肚
　
　
　
相
樹
的
現
實
を
超
え
て
沈
潜
す
る
。
そ
の
沈
潜
が
批
剣
で
あ
り
抵
抗
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
A
5
到
二
五
食
五
〇
雷
　
然
し
そ
の
沈
潜
は
ま
た
そ
の
ま
嵩
揚
で
あ
り
、
鶏
と
畠
の
世
早
馨

　
　ｻ
代
の
生
活
竺
磐
會
は
勿
論
塵
嬰
で
が
チ
ン
ド
ソ
屋
的
で
は
な
い
鷲
難
勧
顯
謬
戯
－
へ
の
飛
翔
で
あ
る
。
そ
の
第
三
①
世
界
は
姦

　
　
の
か
」
と
は
著
者
の
此
の
書
の
後
記
に
お
け
る
慨
歎
の
語
で
あ
る
。
だ
か
ら
此
　
　
的
な
來
世
で
も
騨
仙
的
な
幻
想
の
世
界
で
も
な
く
別
な
現
實
で
あ
る
。
こ
こ
に

　
　
書
は
「
チ
ン
ド
ン
屋
的
で
な
い
學
問
」
へ
の
一
つ
の
試
論
と
し
て
提
示
さ
れ
た
　
　
隠
逸
の
隙
逸
と
し
て
の
本
質
．
特
徴
が
あ
る
。
從
つ
て
隙
逸
の
本
質
特
徴
（
概

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
も
の
と
理
解
し
て
良
い
で
あ
ろ
う
。
確
か
に
此
の
書
を
一
讃
し
た
我
々
は
、
著
．
　
念
．
類
型
．
生
活
實
態
）
を
明
か
に
す
る
事
は
そ
の
ま
ま
專
制
杜
會
を
明
か
に
　
｛

　
　
者
の
學
界
に
甥
す
る
新
し
い
抱
負
と
學
問
に
甥
す
る
し
め
や
か
な
熱
情
と
自
己
　
　
す
る
事
で
あ
り
、
專
制
泣
會
の
構
造
を
解
明
す
る
事
は
そ
の
ま
ま
隙
逸
存
在
の
　
砿

　
　
に
封
す
る
ひ
た
む
き
な
虞
摯
さ
と
を
感
得
せ
す
に
は
居
れ
な
い
。
此
の
鮎
、
我
　
　
必
然
性
を
明
か
に
す
る
事
に
な
る
と
著
者
は
云
う
。
我
汝
は
こ
こ
で
隙
逸
の
存
　
一

　
　
我
は
そ
の
抱
負
の
具
体
的
成
果
如
何
の
問
題
は
し
ば
ら
く
措
く
と
し
て
、
此
の
　
　
在
を
そ
の
内
面
性
と
泄
會
性
の
密
接
な
蓮
關
の
も
と
に
究
明
し
よ
う
と
す
る
著

　
　
著
者
の
熱
情
と
眞
摯
さ
と
に
何
よ
り
も
先
す
敬
意
を
表
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
　
　
　
渚
の
企
圖
に
注
目
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
薯
者
は
民
國
革
命
以
前
の
中
國
の
全
時
代
を
專
制
時
代
と
し
て
規
定
し
、
此
　
　
　
第
二
章
、
隠
逸
の
概
念
。
著
者
は
こ
こ
で
先
す
隙
逸
が
中
世
期
的
存
在
で
あ

　
　
の
專
制
時
代
の
就
會
に
お
け
る
批
到
的
抵
抗
的
存
在
と
し
て
隙
逸
を
性
格
づ
け
、
　
り
な
が
ら
中
世
期
を
超
越
す
る
存
在
で
も
あ
る
事
を
論
じ
、
次
い
で
隠
逸
の
概

　
　
此
の
隠
逸
の
存
在
意
義
を
肚
會
史
的
に
問
わ
ん
と
さ
れ
る
。
第
一
章
序
論
、
第
　
　
念
を
隠
者
と
逸
民
と
に
分
析
し
て
、
そ
こ
か
ら
隙
逸
の
「
世
捨
て
人
」
と
し
て

　
　
二
章
隠
逸
の
概
念
、
第
三
章
隙
逸
の
類
型
、
第
四
章
隠
逸
の
生
活
實
態
と
そ
の
　
　
の
性
格
を
明
か
に
し
、
そ
の
「
世
を
捨
て
る
こ
と
」
ー
逃
避
の
も
・
つ
虞
實
の

　
　
特
徴
、
第
五
章
隙
逸
護
生
の
就
會
史
的
基
盤
と
い
う
の
が
此
の
書
の
構
成
で
あ
　
　
意
義
が
い
か
な
る
も
の
で
あ
る
か
を
考
察
す
る
。
隙
逸
は
世
捨
て
人
で
あ
る
。
、

　
　
る
。
著
者
の
序
文
に
よ
れ
ば
、
第
一
章
か
ら
第
四
章
ま
で
は
隠
逸
の
概
念
を
明
’
　
彼
は
專
制
祉
會
に
野
す
る
批
到
と
抵
抗
と
を
世
を
捨
て
る
行
爲
と
し
て
示
し
た
．

　
　
か
に
す
る
た
め
に
書
か
れ
た
も
の
で
あ
り
、
第
五
章
は
隙
逸
の
襲
生
基
盤
と
し
　
㌧
そ
の
「
捨
て
る
」
は
主
体
的
で
あ
り
、
そ
の
現
實
否
定
は
便
値
韓
換
で
あ
り
、

　
　
て
の
杜
會
を
分
析
し
た
も
の
で
、
此
の
研
究
の
本
筋
を
な
す
も
の
で
あ
る
が
、
　
　
　
一
切
の
相
勤
的
な
も
の
を
捨
て
る
事
に
よ
つ
て
自
己
に
お
け
る
根
源
的
な
る
も

　
　
紙
敦
の
關
係
で
原
稿
を
十
分
の
一
に
匪
縮
し
た
も
の
で
あ
る
と
云
う
。
　
　
　
　
　
　
の
を
拾
う
こ
と
で
あ
る
。
彼
は
世
を
逃
れ
て
孤
囑
に
な
る
Q
然
し
そ
の
孤
囑
は



　
　
完
全
と
自
由
と
を
意
味
す
る
。
か
く
て
著
者
は
隠
逸
の
概
念
を
「
否
定
」
「
主
　
　
う
と
推
察
さ
れ
る
。
孤
濁
、
清
貧
、
固
拙
の
三
者
は
、
隠
逸
を
決
意
し
隠
逸
を

　
　
体
性
」
「
便
値
韓
換
」
「
自
由
」
「
第
三
世
界
」
の
諸
概
念
と
し
て
規
定
し
説
明
　
　
押
し
通
し
て
ゆ
く
努
力
の
面
で
あ
り
、
有
閑
、
悠
々
自
適
は
隙
逸
の
安
住
の
世

　
　
す
る
。
我
々
は
こ
れ
ら
の
諸
項
に
お
け
る
著
者
の
柔
軟
な
思
惟
に
刮
目
す
べ
き
　
　
界
、
喜
び
の
世
界
、
目
的
成
就
の
世
界
で
あ
る
。
著
者
は
隈
…
逸
の
生
活
を
こ
れ

　
　
で
あ
ろ
う
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ら
の
馳
で
把
握
し
理
論
づ
け
な
が
ら
、
こ
れ
を
支
え
る
融
會
的
な
基
盤
に
も
目

　
　
　
第
三
章
、
隙
逸
の
類
型
。
隈
…
逸
の
概
念
を
一
懸
明
か
に
し
た
著
者
は
、
更
に
　
　
を
注
い
で
い
る
。

　
　
そ
の
特
徴
、
冠
會
存
在
の
意
義
を
明
確
に
す
る
た
め
に
隙
逸
の
類
型
化
を
試
み
　
　
　
第
五
章
、
隠
逸
護
生
の
肚
會
史
的
基
盤
。
此
の
章
は
第
四
章
ま
で
が
隠
逸
に

　
　
て
い
る
。
こ
の
場
合
、
著
者
は
先
す
泣
會
存
在
と
し
て
隙
逸
と
類
似
す
る
遊
侠
　
　
關
す
る
概
念
的
生
態
的
考
察
で
あ
る
の
に
封
し
、
隙
逸
の
成
立
と
存
在
に
關
す

　
　
と
瀞
仙
（
前
者
は
枇
會
批
到
の
貼
で
、
後
者
は
現
實
か
ら
飛
翔
し
た
貼
で
）
を
　
　
る
肚
會
史
的
考
察
で
あ
り
、
こ
こ
で
作
者
が
問
題
と
す
る
の
は
、
隠
逸
が
現
蜜

　
　
取
り
あ
げ
て
隙
逸
と
の
類
型
的
匠
別
を
明
か
に
し
、
次
い
で
隙
逸
自
身
の
類
型
　
　
の
如
何
な
る
杜
會
構
造
の
う
ち
か
ら
輩
出
し
た
か
、
此
の
枇
會
に
封
し
て
彼
等

　
　
が
い
か
な
る
も
の
で
あ
る
か
を
考
察
す
る
。
奮
中
國
肚
會
の
隙
逸
は
そ
の
生
態
　
　
が
如
何
に
隙
逸
と
し
て
あ
り
つ
づ
け
た
か
、
從
つ
て
そ
の
彼
等
の
根
源
的
立
場

　
　
上
大
き
く
三
つ
に
分
類
す
る
事
が
出
來
る
。
個
人
型
と
肚
會
型
と
申
聞
型
と
に
。
　
と
は
何
か
と
い
う
事
な
ど
に
就
て
で
あ
る
。
著
者
は
先
す
奮
申
國
就
會
に
お
け

　
　
こ
の
中
、
個
人
型
は
更
に
不
交
型
と
泊
殺
型
に
、
批
會
型
は
改
革
型
と
事
務
型
　
　
る
大
家
族
制
度
の
存
在
と
地
方
村
落
の
特
殊
性
を
指
摘
し
つ
つ
、
此
の
肚
會
が
　
　
一

　
　
に
分
け
る
事
が
出
來
、
中
間
型
は
文
人
型
に
あ
て
る
事
が
出
來
る
。
著
者
は
歴
　
　
就
會
構
造
的
に
山
つ
の
隠
逸
性
を
包
藏
し
て
い
る
事
に
論
及
す
る
。
次
に
中
國
　
那

　
　
代
諸
簿
の
隠
逸
の
名
を
列
學
し
な
が
ら
、
此
の
分
類
の
根
糠
を
読
明
し
つ
つ
隠
　
　
專
制
國
家
の
組
織
機
能
を
考
察
し
、
そ
の
矛
盾
・
盧
偽
・
煩
碩
・
歪
曲
な
ど
が
、
軸

　
　
逸
の
存
在
意
義
を
考
察
す
る
。
た
だ
然
し
こ
こ
で
は
分
類
の
鍬
象
が
長
い
期
間
　
　
隙
逸
を
成
立
せ
し
め
存
在
せ
し
め
る
基
盤
と
な
る
事
を
明
か
に
し
、
更
に
市
民

　
　
に
わ
た
り
廣
汎
な
領
域
に
及
ん
で
い
る
た
め
に
、
や
や
雑
駁
の
嫌
い
が
あ
り
、
　
　
性
が
自
覧
さ
れ
獲
達
す
る
に
至
ら
な
か
つ
た
此
の
肚
會
の
都
市
の
特
質
に
お
い

　
　
形
式
的
羅
列
の
弊
が
感
ぜ
ら
れ
な
く
も
な
い
。
　
　
　
　
　
　
　
　
r
　
　
＼
　
　
て
隠
逸
の
存
在
を
考
え
、
最
後
に
隠
逸
護
生
の
思
想
的
基
盤
と
し
て
中
國
思
想

　
　
　
第
四
章
、
隙
逸
の
生
活
實
態
と
そ
の
特
徴
。
隙
逸
の
概
念
を
明
か
に
し
、
隠
．
　
の
』
般
的
性
格
－
政
治
の
優
先
、
汎
騨
論
的
、
自
然
的
、
蓮
命
論
的
諸
傾
向
を

　
　
逸
の
歴
史
的
人
物
を
あ
げ
て
類
型
的
考
察
を
試
み
た
著
者
は
、
更
に
そ
の
生
態
　
　
指
摘
す
る
。
た
だ
此
の
章
に
お
け
る
論
述
は
著
者
自
身
も
噺
つ
て
い
る
如
く
、

　
　
の
特
殊
性
を
つ
か
み
生
活
蜜
態
を
考
察
す
る
事
に
よ
つ
て
具
体
的
事
實
の
裏
づ
　
　
紙
敷
の
關
係
も
あ
つ
て
、
あ
ら
ま
し
の
見
透
し
を
語
る
も
の
に
過
ぎ
な
い
が
、

　
　
け
を
企
圖
す
る
。
こ
の
場
合
、
あ
る
特
定
の
一
人
の
隠
逸
を
問
題
と
す
る
の
で
　
　
著
者
の
見
解
を
察
知
す
る
に
は
充
分
で
あ
ろ
う
。

　
　
な
く
、
隠
逸
と
呼
ば
れ
る
も
の
に
共
通
し
た
生
態
上
の
特
徴
を
求
め
よ
う
と
す
　
　
　
さ
て
以
上
私
は
此
の
書
の
内
容
の
あ
ら
ま
し
を
篇
章
を
逐
い
つ
つ
紹
介
し
て

　
　
る
の
が
著
者
の
意
圖
で
あ
る
。
「
孤
猫
」
「
清
貧
」
「
固
拙
」
「
有
閑
」
「
悠
々
自
　
　
み
た
の
で
あ
る
が
、
既
に
述
ぺ
た
如
く
、
此
の
書
の
著
者
は
隠
逸
を
そ
の
内
面

9
　
適
・
迫
遙
」
「
飲
酒
」
の
諸
項
に
分
た
れ
、
全
章
の
長
さ
は
約
百
頁
、
他
の
各
　
、
性
に
お
い
て
洞
察
す
る
と
共
に
、
そ
の
存
在
意
義
を
歴
更
的
肚
會
的
に
考
察
せ

3
5
@
章
に
較
べ
て
最
も
長
く
・
そ
れ
だ
け
に
著
者
の
最
も
力
を
注
い
だ
部
分
で
あ
ろ
　
　
ん
と
す
る
も
の
で
み
る
。
0
ま
り
軍
な
る
〃
精
聯
〃
で
も
な
く
軍
な
る
〃
批



㌦

0
　
會
”
で
も
な
い
哲
學
的
歴
史
的
立
場
が
著
者
の
企
圖
す
る
注
目
す
べ
き
立
場
だ
　
　
い
立
場
で
鍔
決
さ
れ
て
い
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
尤
も
隠
逸
も
亦
歴
史
的
存

　3
　
と
思
わ
れ
る
。
　
「
專
制
杜
會
に
お
け
る
抵
抗
精
神
」
と
い
う
標
題
の
「
杜
會
」
　
　
在
で
あ
り
、
そ
の
存
在
意
義
を
杜
會
史
的
に
考
察
す
る
事
は
充
分
可
能
で
も
あ
「

　
　
と
「
精
神
」
の
語
も
此
の
意
味
に
お
い
て
著
者
の
關
心
の
所
在
を
端
的
に
示
し
　
　
り
重
要
で
も
あ
る
。
そ
し
て
此
の
馳
に
關
す
る
著
者
の
読
明
（
第
五
章
）
は
簡

　
　
て
い
る
と
も
見
ら
れ
よ
う
。
そ
し
て
歴
史
學
の
專
攻
者
で
あ
る
と
共
に
幼
少
か
　
　
略
で
は
あ
る
が
容
易
に
首
肯
出
來
る
の
で
あ
る
。

　
　
ら
キ
リ
ス
ト
教
に
親
ん
だ
と
い
う
著
者
は
、
此
の
企
圖
を
す
ぐ
れ
た
成
果
と
し
　
　
　
然
し
、
と
も
か
く
此
の
書
は
「
奮
中
國
杜
會
に
お
け
る
隙
逸
の
存
在
意
義
を

　
　
て
此
の
書
に
示
し
て
い
る
。
確
か
に
著
者
の
深
く
豊
か
な
思
惟
と
隙
逸
の
問
題
　
　
肚
會
史
的
に
問
わ
ん
と
す
る
」
も
の
で
あ
り
、
「
中
國
史
の
中
に
人
問
存
在
を

　
　
を
自
己
の
問
題
と
し
て
考
え
る
眞
摯
さ
と
は
此
の
書
を
讃
む
者
に
深
い
感
銘
を
　
　
尋
究
し
よ
う
と
す
る
」
も
の
で
あ
る
。
我
々
は
著
者
の
こ
の
檬
な
意
圖
に
注
目

　
　
與
え
す
に
は
お
か
ぬ
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
と
も
す
れ
ば
弓
ぼ
δ
ω
o
b
ぼ
o
同
Φ
ロ
が
　
　
す
る
と
共
に
、
今
後
の
研
究
に
大
い
な
る
期
待
を
寄
せ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
し

　
　
お
き
去
り
に
さ
れ
が
ち
な
現
在
の
中
國
哲
學
の
分
野
で
は
此
の
書
は
注
目
さ
粛
　
　
て
そ
の
試
論
と
も
云
う
べ
き
此
の
書
が
「
チ
ソ
ド
》
屋
的
」
で
な
い
事
だ
け
は

　
　
て
良
い
著
作
の
一
つ
だ
と
思
う
の
で
あ
る
9
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
碓
か
で
あ
ろ
う
。
　
甲
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
幅
永
光
司
）

　
　
　
然
し
此
の
書
に
竜
勿
論
問
題
は
残
さ
れ
て
い
る
。
此
の
書
を
特
徴
づ
け
る
歴

　
　
史
的
立
場
と
葦
的
立
場
の
不
協
響
が
時
葺
箋
る

L

　
　
特
に
隙
逸
の
内
面
的
超
越
と
歴
史
と
の
關
係
は
一
鷹
読
明
さ
れ
な
が
ら
何
か
洞
　

　
6
4

　
　
然
た
ら
ざ
る
も
の
が
感
ぜ
ら
れ
、
叉
、
隙
逸
が
著
者
の
主
観
に
お
い
て
殊
更
に
　
　
　
　

　
　
摧
O
化
さ
れ
て
い
る
嫌
が
な
い
で
も
な
い
。
（
調
雛
慧

　
　e
轟
狛
諺
読
諺
は
）
ま
た
、
隙
逸
の
存
在
を
難
會
的
關
係
か
ら
　

　
　
説
明
す
る
に
急
で
、
彼
等
の
「
性
格
」
の
問
題
が
鹸
り
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
す
、
　

　
　
（
宋
の
萢
曄
・
が
後
漢
書
逸
民
傳
の
序
論
で
こ
の
黙
を
問
題
に
し
て
い
る
の
は
興
味
深
い

　
　
な
も
の
で
あ
る
と
共
に
自
己
自
身
の
問
題
で
あ
り
、
人
間
存
在
そ
の
も
の
に
内
　
　

　
　
包
さ
れ
た
問
題
で
あ
る
事
も
も
つ
と
問
題
に
さ
れ
て
良
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
　
隠
逸
が
批
到
者
・
抵
抗
者
で
あ
る
と
共
に
宗
撤
者
で
あ
り
、
た
だ
そ
れ
が
キ
リ
　

　
　
ス
ト
教
的
神
に
所
ら
す
、
佛
撤
的
來
世
を
こ
い
ね
が
わ
す
、
嚴
し
く
自
己
自
身
　

　
　
に
堪
え
ぬ
き
、
あ
く
ま
で
人
問
の
立
場
を
棄
て
な
か
つ
た
と
い
う
馳
で
中
國
的
　

　
　
で
あ
る
事
は
著
者
も
認
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
か
ら
。
そ
し
て
隠
逸
を
此
の
様
な
　
　

　
　
中
國
的
宗
教
者
と
し
て
理
解
す
る
時
、
彼
に
お
け
る
歴
史
の
問
題
は
も
つ
と
深
　
　




