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な
か
っ
た
か
ど
う
か
、
な
ど
消
末
華
北
の
具
倒
的
な
経
済
構
造
究
明
の
中
で
正

し
く
位
置
づ
け
ら
れ
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

最
後
に
野
津
盟
「
辛
亥
革
命
と
大
正
政
幾
」
は
辛
亥
革
命
と
大
正
政
餐
H
護

憲
運
動
と
の
閥
係
を
通
じ
て
「
日
中
間
の
友
好
と
侵
略
の
相
闘
関
係
」
の
歴
史

を
刷
明
ら
か
に
し
て
い
こ
う
と
し
た
も
の
。
辛
亥
革
命
が
閥
族
打
破
、
憲
政
擁
護

の
波
動
を
日
本
闘
内
に
ま
き
お
こ
し
、
封
中
盟
問
題
施
理
の
た
め
に
結
成
せ
ら

れ
た
支
那
問
題
同
志
曾
な
と
各
種
凪
飽
が
の
ち
の
設
態
迩
動
の
母
慢
と
な
っ
て

い
く
。
し
か
し
一
方
渡
清
闘
の
中
に
は
利
己
的
な
打
算
に
基
い
た
支
那
保
全
論

が
あ
り
、
大
資
本
家
の
侵
略
と
闘
機
伸
張
が
不
可
分
の
も
の
と
し
て
存
し
た
。

そ
し
て
日
本
の
利
権
獲
得
へ
の
動
き
は
南
方
政
椴
の
俳
搬
を
早
め
、
京
世
凱
の

政
機
掌
握
を
敵
陣
質
に
す
る
。
商
関
守
内
閣
は
封
中
闘
政
策
上
、
兵
力
充
貨
の
た

め
師
岡
増
設
を
輩
策
す
る
が
、
こ
の
増
師
を
め
ぐ
っ
て
憲
政
擁
護
の
ス
ロ
1
ガ

γ
が
打
出
さ
れ
て
く
る
。
と
の
護
憲
運
動
は
イ
ン
テ
リ
を
中
心
に
ブ
ル
ジ
ョ
ア

民
主
主
識
を
促
進
し
よ
う
と
す
る
迩
間
動
で
あ
る
が
、
五

・
凶
と
異
っ
て
大
衆
を

組
織
し
得
ず
失
敗
に
終
る
。
と
の
護
態
迎
動
の
中
で
孫
文
が
来
日
、
日
中
提
携

の
可
能
性
も
生
れ
て
い
る
が
、
同
時
に
封
撃
投
資
機
削
酬
の
設
立
と
い
う
侵
略
的

側
面
も
出
て
来
て
い
る
-
そ
し
て
銑
二
革
命
前
後
か
ら
、
輪
出
掛出
迎
鼠
の
鞠
換
策

と
し
て
滅
象
問
題
が
ク

ロ
ー

ズ
ア
ソ
J

7

、
封
華
侵
略
の
基
本
線
が
打
出
さ
れ
、

全
般
的
に
劃
外
腕
硬
論
へ
右
旋
回
す
る
。
こ
の
時
大
限
民
閣
は
早
粍
田
等
釦
の

ジ
ャ

l
ナ
リ

ス
テ
ッ
タ
な
活
動
を
背
景
に
「
封
支
外
交
」
の
積
極
化
の
輿
望
を

ザ
っ
て
登
場
、
二
十

一
線
要
求
が
提
出
さ
れ
、
殆
ど
本
質
的
な
批
判
も
出
な
い

ま
ま
に
中
国
侵
略
の
方
向
に
抑
節
さ
れ
て
い
く
。

単
な
る
政
府
間
の
外
交
史
で
は
な
く
、
輪
出
態
巡
動
の
中
に
辛
亥
革
命
の
影
響

を
さ
ぐ
り
、
し
か
も
そ
れ
が
侵
略
へ
と
そ
ら
さ
れ
て
い
く
過
程
が
闘
民
酌
な
視

角
で
窃
か
れ
て
お
り
、
日
本
人
と
し
て
の
中
関
近
代
史
研
究
の
方
法
に
一
つ
の

方
向
を
指
-亦
し
た
意
慾
的
な
論
文
と
い
え
よ
う
。
日
本
側
の
新
聞
、
雑
誌
を
史

料
と
し
て
十
分
に
利
閥
、
し
か
も
谷
末
に
邦
文
新
聞
・
雑
誌
論
文
目
録
を
附
さ

れ
た
努
力
に
射
し
て
は
敬
意
を
表
し
た
い
が
、
私
ど
も
の
乏
し
い
日
本
近
代
史

の
知
識
を
も
っ
て
し
て
は
、
登
場
す
る
人
物
、
政
然
、
各
回
鵠
の
性
格
お
よ
び

そ
の
相
互
関
係
に
つ
い
て
の
イ
メ

ー
ジ
が
鮮
明
に
浮
び
上
っ
て
こ
ず
、
讃
ん
で

い
く
の
に
多
少
「
し
ん
ど
さ
」
を
感
じ
た
。
こ
の
鮎
、
今
後
配
慮
さ
れ
る
こ
と

を
希
望
し
た
い
。

以
上
種
々
注
文
を
つ
け
た
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
論
文
は
そ
れ
な
り
に
今
後
の
辛

亥
革
命
研
究
へ
の
重
要
な
礎
石
と
な
る
研
究
で
あ
ろ
う
。
執
筆
者
各
位
の
今
後

の
研
究
に
大
い
に
期
待
す
る
。
た
だ
全
く
偶
然
の
事
情
か
ら
辛
亥
革
命
に
闘
し

て
素
人
の
私
が
書
評
を
お
引
受
け
す
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
一
部
、

比

較
革
命
中
闘
部
曾
で
の
合
評
を
参
考
に
し
な
が
ら
、
私
な
り
の
意
見
を
ま
と
め

さ
せ
て
い
た
だ
い
た
が
執
筆
者
の
意
附
を
無
視
し
た
紹
介
や
批
剣
も
あ
っ
た
こ

と
と
御
寛
容
を
お
願
い
す
る。

(
小
野
和
子
)
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中
園
古
代
史
研
究
曾
編

昭
和
三
十
五
年
十
一
月
、
古
川
弘
文
館
設
行

A
5
版
、
三
九
七
頁

本
書
は
中
園
古
代
史
研
究
曾
の
、
『
中
岡
古
代
史
の
諸
問
題
』
(
昭
和
二
十

九
年
刊
)
『
中
闘
古
代
の
枇
曾
と
文
化
』
(
昭
和
三
十
二
年
刊
)
に
つ
づ
く
研

究
報
告
第
三
集
に
笛
る
。
昭
和
三
十
三
年
い
ら
い
の
、
「
秦
漢
統
一
園
家
の
形

成
過
程
と
し
て
見
た
春
秋
戦
闘
時
代
の
歴
史
の
解
明
を
共
通
課
題
」
と
す
る
共



同
研
究
の
成
果
が
、
こ
こ
に
曾
員
の
個
別
論
文
十
三
篤
と
し
て
牧
録
さ
れ
て
い

w
G
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中
園
古
代
史
研
究
曾
は
、
歴
史
撃
の
み
で
な
く
経
摩
、
考
古
田
宇
そ
の
他
の
研

究
者
を
ふ
く
み
、
「
知
識
を
交
換
し
、
問
題
の
所
在
を
採
り
あ
う
」
た
め
に
、

昭
和
二
十
二
年
「
ご
く
自
然
に
生
れ
た
在
野
の
曾
」
で
あ
る
。

ζ

の
な
り
た
ち

の
せ
い
も
あ
っ
て
か
、
前
二
集
と
同
様
、
本
書
も
各
論
文
の
と
り
あ
げ
た
時

代
、
地
域
、
テ
ー
マ
は
バ
ラ
バ
ラ
で
あ
り
、

'問
題
な
り
方
法
に
つ
い
て
の
狭
い

意
保
で
の
統
一
は
な
い
。
し
か
し
一
方
で
は
、
乙
の
曾
の
研
究
成
果
に
は
康
い

意
味
で
の
基
調
が
あ
り
、
そ
れ
は
ひ
と
つ
に
は
、
個
性
的
差
異
は
あ
る
が
、
な

お
着
賞
な
貫
詮
的
研
究
の
鯵
重
に
あ
る
よ
う
に
恩
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
曾
の

な
り
た
ち
と
方
法
上
の
特
色
は
、
お
の
ず
か
ら
狭
義
の
統
一
的
な
共
同
研
究
と

は
あ
い
い
れ
な
い
し
、
ま
た
そ
う
な
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
必
要
は
少
し
も
な
い
。
た

だ
各
論
文
は
、
そ
れ
ぞ
れ
勝
手
に
設
表
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
。
各
時
代
、
各

地
域
の
歴
史
事
買
を
そ
れ
と
し
て
、
多
様
な
角
度
か
ら
把
握
す
る
の
が
重
要
で

あ
る
の
は
笛
然
と
し
て
、
各
個
の
根
底
に
共
通
課
題
が
ど
の
よ
う
な
形
で
受
け

と
め
ら
れ
て

い
る
の
か
、
共
同
研
究
の
な
か
で
ど
ん
な
駄
が
ど
ん
な
形
で
問
題

と
さ
れ
て
き
た
の
か
、
こ
ん
な
黙
を
い
ま
少
し
知
り
た
い
。
こ
う
い
っ
て
は
望

局
の
嘆
に
な
る
で
あ
ろ
う
か
。

そ
れ
は
と
も
か
く
、
こ
う
い
う
性
格
の
論
文
集
で
あ
る
か
ら
、
限
ら
れ
た
枚

数
で
の
書
評
は
な
か
な
か
む
ず
か
し
い
。
簡
単
な
紹
介
に
止
ま
っ
た
も
の
も
多

い
。
そ
れ
は
決
し
て
許
僚
に
か
か
わ
る
も
の
で
は
な
く
、
も
っ
ぱ
ら
筆
者
の
無

知
を
一示す
も
の
と
受
け
と
っ
て
い
た
だ
き
た
い
。

三
上
次
男
『
中
園
古
代
の
斐
棺
墓
|
附
、
朝
鮮
牢
島
の
楚
棺
墓
』
。
饗
棺
墓

は
、
中
国
古
代
の
墳
墓
の
支
配
的
形
式
で
は
な
い
が
、
中
園
近
年
の
基
本
建
設

に
と
も
な
い
、
非
支
配
的
形
式
の
な
か
で
は
い
ち
ば
ん
賢
い
分
布
を
も
つ
こ
と

が
明
ら
か
と
な
っ
た
。
と
の
論
文
は
今
日
の
時
黙
で
の
概
観
を
、
た
い
へ
ん
手

際
よ
く
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。
時
倒
的
分
布
と
地
域
的
分
布
の
組
合
せ
か
ら

み
る
と
、
仰
-
甜
期
に
は
じ
ま
る
先
史
時
代
に
は
、
河
南
を
中
心
に
分
布
し
、
般

・
西
周
時
代
は
ご
く
少
数
が
河
南
に
み
ら
れ
る
の
み
で
あ
る
の
に
、
敵
国
時
代

に
な
る
と
、
新
石
器
時
代
河
南
に
生
れ
た
績
置
式
埋
葬
法
を
と
も
な
い
、
河
北

を
中
心
と
し
た
燕
の
領
域
に
多
量
に
出
現
し
、
漢
代
に
近
ず
い
て
遼
寧
、
つ
い

で
朝
鮮
に
出
現
す
る
。
埋
葬
方
法
(
直
立
式
と
横
霞
式
)
、
容
探
の
組
合
せ
方

法
、
容
器
の
土
器
的
性
質
な
ど
に
お
い
て
も
、
ほ
ぼ
系
列
化
が
可
能
で
あ
る
。

塾
棺
墓
は
、
漢
代
に
出
炭
化
が
生
ず
る
の
を
の
ぞ
け
ば
、
ほ
と
ん
ど
小
児
墓
で
副

葬
品
も
少
な
い
か
ら
、
直
接
に
民
族
、
文
化
、
世
曾
に
つ
な
が
る
大
き
な
推
論

を
導
き
だ
す
の
は
む
ず
か
し
い
。
だ
が
分
布
・
援
連
の
系
列
か
ら
、
興
味
あ
る

問
題
も
よ
み
と
れ
る
。
た
と
え
ば
ど
う
し
て
股

・
西
周
が
断
層
を
な
し
て
い
る

の
か
。
ま
た
燕
の
領
域
で
は
、
横
置
式
埋
葬
法
の
黙
で
河
南
に
つ
な
が
る
と
と

も
に
、
容
器
(
含
微
石
粒
紅
褐
色
土
探
)
の
貼
で
は
北
方
的
紅
陶
の
系
統
に
つ

な
が
り
、
し
か
も
こ
れ
が
龍
山
系
灰
陶
と
な
ら
び
行
な
わ
れ
た
の
だ
が
、
と
れ

は
燕
の
住
民
・
文
化
の
問
題
に
関
連
し
て
な
に
を
物
語
っ
て

い
る
の
か
。
と
も

あ
れ
専
門
家
の
検
討
に
ま
ち
た
い
。

上
原
淳
道
『
鄭
事
雑
識
』
。
第
一
節
は
『
左
臨
時
』
の
「
必
告
君
大
夫
」
「
商
人

日
必
以
聞
」
の
讃
み
方
に
つ
い
て
の
重
漂
俊
郎
氏
へ
の
、
第
二
節
は
「
桑
山
」

の
記
事
の
解
穫
に
つ
い
て
の
榎
一
雄
氏
へ
の
回
答
。
い
ず
れ
も
鄭
の
商
人
支
配

に
か
ん
す
る
問
題
貼
。
第
三
節
は
、
柑
慨
を
姫
姓
と
み
る
主
張
は
獲
え
な
い
が
、

妃
姓
説
批
判
の
さ
い
に
論
及
し
た
鄭
の
姓
に
つ
い
て
の
論
法
に
誤
り
が
あ
っ
た

こ
と
を
、
白
川
静
氏
の
論
文
を
よ
ん
で
反
省
し
た
も
の
。
第
四
節
は
陳
毅
氏
の
鄭

に
か
ん
す
る
研
究
の
批
剣
。
一
柳
経
の
い
き
と
ど
い
た
論
議
の
す
す
め
方
に
も
、

ま
た
自
設
の
弱
貼
を
ち
ゃ
ん
と
指
摘
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
も
、
著
者
の
事
風
が
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し
の
ば
れ
る
。
複
氏
と
の
喰
い
ち
が
い
の
と
こ
ろ
で
、
つ
ま
る
と
こ
ろ
権
力
者

と
か
政
治
家
と
い
う
も
の
に
た
い
す
る
考
え
方
の
ち
が
い
に
基
と
ず
く
ら
し
い

と
の

べ
つ
つ
、
し
か
も
現
代
を
単
純
に
古
代
に
投
影
す
る
誤
り
を
指
摘
し
て
い

る
貼
は
注
意
を
ひ
か
れ
た
。
軍
純
な
投
影
|
悪
し
き
経
験
主
義
が
方
法
的
に
譲

り
な
の
は
い
う
ま
で
も
な
い
と
し
て
、あ
る
意
味
で
は
、す
べ
て
の
隆
史
は
現
代

史、

す
な
わ
ち
現
代
に
生
き
る
我
々
が
、
無
数
の
事
貨
の
な
か
か
ら
少
数
を
え

ら
び
だ
し
結
び
つ
け
て
、
あ
る
い
は
ひ
と
つ
の
事
貨
の
意
味
を
ほ
り
さ
げ
て
、

構
成
す
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
一
方
で
は
資
料
そ
の
も
の
の
も
つ
限

界
性
を
品
尊
重
し
な
け
れ
ば
、
客
観
的
な
歴
史
は
構
成
で
き
な
い
。
そ
こ
で
資
料

の
た
り
な
い
古
代
史
の
ば
あ
い
は
と
く
に
、
ふ
と
焦
が
つ
く
と
、
こ
の
ふ
た
つ

の
笛
震
の
聞
を
さ
ま
よ
っ
て
い
る
自
分
を
見
出
す
ば
あ
い
が
あ
る
。
こ
れ
は
筆

者
個
人
の
感
慨
に
す
ぎ
な
い
の
で
恐
縮
だ
が
、
一
言
ふ
れ
て
お
き
た
か
っ
た
。

後
藤
均
卒
『
春
秋
時
代
の
周
と
戎
』
。主
と
し
て
『
左
侍
』
の
記
想
を
蒐
集
・

検
討
し
、
省
時
の
戎
秋
の
種
別
、
分
布
、
移
動
な
と
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し

た
基
礎
的
研
究
で
あ
る
。
た
し
か
に
封
戎
政
策
に
お
け
る
周
と
奮
の
ち
が
い

は
、
戎
に
た
い
す
る
知
識
の
有
無
、
制
御
馴
致
の
方
法
に
つ
い
て
の
能
否
、
な

い
し
閣
の
大
小
な
ど
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
面
の
詳
論
も
期
待

し
た
い
が
、
ま
た
こ
れ
は
、
商
闘
の
祉
曾
的

・
経
済
的
な
在
り
方
の
相
違
に
も

つ
な
が
っ
て
い
く
問
題
か
も
し
れ
な
い
。

佐
藤
武
敏
『春
秋
戦
闘
時
代
の
制捜
鍛
業
』
。
春
秋
時
代
は
、
官
府
所
属
の
手
工

業
者
に
よ
っ

て
管
ま
れ
、
野
働
力
は
主
と
し
て
軍
役

・
力
役
に
よ
っ
た
。
餓
は

貴
重
品
で
あ
り
、
製
品
は
一

般
質
用
品
で
は
な
く
、
支
配
階
層
の
た
め
の
工
禁

固聞
で
あ
っ
た
。
官
府
直
省
は
そ
の
後
も
み
ら
れ
、
漢
武
帝
以
後
は
ふ
た
た
び
設

達
す
る
。
し
か
し

一
方
戦
闘
時
代
に
は
民
管
へ
の
移
行
、
，す
な
わ
ち
餓
山
は
君

主
の
家
産
で
あ
る
が
、
採
鎖
・
製
融
制
・

販
賢
は
民
間
業
者
に
委
ね
ら
れ
、
君
主

は
業
者
か
ら
税
を
徴
牧
す
る
新
経
営
方
式
が
成
長
し
、
こ
れ
が
三
畜
地
方
か
ら

は
じ
ま
り
、
各
地
に
波
及
し
た
。
こ
の
方
式
は
技
仲
進
歩
と
あ
い
ま
っ
て
生
産

量
の
激
増
、
債
値
低
下
、
農
具
な
ど

一
般
質
問
口
聞
の
製
造
を
も
た
ら
し
た
。
こ

の
よ
う
な
佐
藤
氏
の
研
究
は
、
最
近
未
開
拓
の
分
野
に
業
綴
を
あ
げ
て
い
る

一

連
の
産
業
史
研
究
の
ひ
と
つ
で
あ
り
、
技
術
的
側
面
よ
り
枇
台
経
済
的
側
面
に

霊
鮎
を
お
く
の
が
特
色
で
あ
る
。

と
く
に
注
目
さ
れ
る
の
は
、
棄
の
山
林
薮
四
時

の
君
主
一
本
産
化
、
製
銭
業
の
民
営
に
よ
る
振
奥
|
ひ

い
て
は
農
業
生
産
力
の
め

ざ
ま
し
い
上
昇
ー
な
ど
の
誇
事
演
が
、
多
新
し
い
生
産
形
態
は
後
進
地
域
に
波

及
し
て
、
顕
著
な
毅
淫
地
拡
を
輿
え
ら
れ
る
多

と
い
う
あ
の
歴
史
法
則
を
組
起

さ
せ
る
こ
と
で
あ
り
、
ま
た
産
業
史
的
研
究
が
歴
史
研
究
全
般
に
投
げ
か
け
る

照
明
の
有
効
佐
を
示
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

そ
の
逆
で
な
い
こ
と
が
よ
い
の

で
あ
る。

小
倉
芳
彦
『
左
停
に
お
け
る
徳
と
覇
1

徳
概
念
の
形
式
と
展
開
』
。
著
者
に

よ
れ
ば
、
孟
萄
の
理
念
に
お
い
て
王
者
と
峻
別
さ
れ
て
い
る
春
秋
の
覇
者
の
行

動
原
理
は
、
現
貨
に
は
西
周
の
王
者
の

「
省
事
」

|
王
(
あ
る
い
は
代
理
者
)

が
機
威
確
立
と
貢
納
徴
渡
の
た
め
巡
行
し
、
命
を
き
か
ね
ば
征
伐
し
、
服
せ
ば

許
し
て
、
そ
れ
以
上
相
手
の
支
配
内
容
に
立
ち
入
ら
な
い
と
い
う
統
治
形
式
ー

と
異
ら
な
い
。

そ
う
し
て
ト
僻

・
金
文
お
よ
び
『
左
仰
』
の
I
の
部
分

(
も
っ

と
も
史
質
に
近
い
と
思
わ
れ
る
叙
撃
の
部
分
)
に
見
え
る
「
徳
」

の
字
形
な
い

し
具
健
的
意
味
内
容
は
、
「
省
」
の
そ
れ
と
密
幼
な
閥
係
を
有
し
た
(
省
事
の

行
震
を
、
心
的
欣
態
の
鮎
で
と
ら
え
た
語
)
。し
か
る
に
『
左
傍
』
の

H
-
E
の

部
分
(・I
の
部
分
で
示
さ
れ
た

「
徳
」
の
統
治
行
篤
と
し
て
の
意
味
内
容
を
そ

の
ま
ま
に
は
理
解
で
き
な
く
な

っ
た
戦
闘
時
代
の
人
が
、

ー
に
附
し
た
解
説
の

部
分
、
お
よ
び
I
と
E
の
部
分
l
原
本
左
停
と
で
も
い
う
べ
き
部
分
ー
を
『
春

秋
経
文
』
と
封
照
さ
せ
て
矛
盾
な
く
解
粧
し
よ
う
と
し
た
君
子
言
の
部
分
)
で

-104ー
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は
、
さ
き
の
弱
者
の
統
治
行
震
を
、
徳
・
刑
二
元
主
義
と
し
て
記
し
て
い
る
。

つ
ま
り

E
-
mの
部
分
で
は
、
徳
は
刑
の
封
立
概
念

，(
内
面
的
徳
性
)
と
さ
れ

る
か
、
他
の
箇
所
で
は
恩
葱
授
受
に
か
か
わ
る
概
念
と
さ
れ
、
や
が
て
戦
闘
時

代
に
は
、
い
っ
そ
う
内
面
化
・
抽
象
化
さ
れ
、

あ
る
い
は

「
得
」
と
接
近
し
て

い
く
の
で
あ
る
。
と
の
論
文
は
、
論
旨
の
思
想
史
的
面
白
さ
、
つ
ま
り
儒
教
の

本
源
的
性
格
に
突
込
ん
だ
面
白
さ
の
ほ
か
に
、
方
法
的
に
も
ふ
た
つ
の
注
目
す

べ
き
も
の
を
も
っ
て
い
る
。
ひ
と
つ
は
『
左
侍
』
の
成
立
過
程
に
か
ん
す
る
見

解
と
、
そ
れ
に
も
と
づ
く
文
献
批
剣
方
法
で
あ
り
、
ひ
と
つ
は
概
念
の
多
様
な

分
化
か
ら
遡
っ
て
プ

ロ
ト

タ
イ
プ
に
到
達
し
、
そ
こ
か
ら
あ
ら
た
め
て
歴
史
的

展
開
を
術
服
す
る
方
法
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
方
法
や
、
抽
象
的
概
念
を
現
賓

の
人
間
行
震
の
場
に
お
ろ
し
て
分
析
す
る
観
角
は
、

か
つ
て
増
淵
龍
夫
氏
か
ら

示
唆
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
わ
た
く
し
も
か
つ
て
試
み
た
こ
と
が
あ
る
。
著
者

は
こ
れ
を
思
想
史
の
場
で
う
け
と
め
、
内
在
的
な
方
法
・
問
題
と
し
て
深
化
さ

せ
た
。
増
淵
氏
と
は
反
封
に
、
思
想
史
か
ら
政
治
史
な
い
し
・
枇
曾
経
済
史
に

も
、
重
要
な
観
貼
を
提
供
し
た
本
書
中
第
一
級
の
力
作
で
あ
る
。
(な
お
『
左
停

源
流
私
考
』
の
著
者
を
、
仁
戸
田
六
三
郎
氏
と
し
た
の
は
、
戸
田
聾
三
郎
氏
の

誤
り
で
あ
る
旨
、
懇
切
な
訂
正
文
が
出
さ
れ
て
い
る
。
念
の
た
め

。)

宇
都
木
章
『
「
一
胞
に
致
す
」
こ
と
に
つ
い
て
|
周
簡
の
一
般
の
制
度
に
閲
す
る
一

考
察
』
。
こ
こ
で
と
り
あ
げ
ら
れ
た
祉
は
、
天
の
恩
組
が
完
成
す
る
以
前
、
「
異

類
を
祭
ら
な
い
L

と
い
う
躍
l
宗
法
制
が
も
っ
支
配
の
限
界
性
そ
克
服
す
る
た

め
に
、
政
治
制
度
に
と
り
入
れ
ら
れ
、
機
能
を
果
し
た
も
の
と
し
て
の
一
位
で
あ

る
。
殿
の
方

・
土
の
祭
杷
に
起
源
を
も
っ
祉
は
、
地
方
衆
落
紳
、
都
邑
一
脚
H
地

縁
的
性
絡
を
も
つ
も
の
と
し
て
震
度
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
可
能
性
を
有

し
た
の
で
あ
る
。
古
い
停
統
を
も
っ
一
位
は
、
そ
の
よ
う
な
過
程
で
分
化
し
た
。

『
周
稽
』

に
お
け
る
祉
は
、
場
所
と
性
格
か
ら
み
る
と
、

1

大
佐
H
枇
稜

(
建
園
の
紳
位
で
あ
り
、
異
類
統
治
の
申
央
一
珊
で
あ
る
が
、
本
爽
支
配
者
層
の

邑
枇
で
あ

っ
た
た
め
、
園
人
の
入
れ
ぬ
中
門
内
H
治
朝
に
あ
る
)、

2

勝
闘
之

枇
H
戎
世
(
異
類
、
園
人
の
祭
り
の
た
め
の
も
の
で
外
朝
に
あ
る
)
3

州
紅
・

熊
祭
・
族
酪
な
ど
(
州
認
族
に
あ
り
、
中
央
の
政
治
的
支
配
の
末
端
機
関
た
る
性

格
を
有
し
た
)
に
大
別
さ
れ
る
。
そ
う
し
て
こ
の
よ
う
な
祉
は
、
天
の
思
想
と

結
合
し
て
、
ー
を
中
心
に
超
越
的
・抽
象
的
な
地
紳
と
化
し
て
い
く
一
方
、
ま
た

祉
は
、
本
来
誇
侯
の
祭
杷
を
中
心
と
し
、
諮
侯
の
族
(
百
紳
)
を
天
に
配
杷
す

る
侍
統
を
有
し
て
い
た
か
ら
、
天
に
よ
っ
て
統
轄
さ
れ
つ
つ
、
な
お
宗
法
制
的

砲
の
立
岨
明
か
ら
は
「
外
祭
」
と
み
な
さ
れ
、
統
治
の
具
と
し
て
政
治
制
度
に
採

用
さ
れ
た
。
そ
の
ほ
か
祉
に
は
、
本
来
的
性
格
に
も
と
づ
く
農
耕
の
施
、
軍

祉
、
裁
判門

・
刑
裁
の
紅
と
し
て
の
機
能
も
あ
っ
た
。
著
者
は
都
民
統
治
の
具
と

い
う
黙
か
ら
、
と
く
に
後
二
者
の
機
能
を
注
目
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
駐
稜

に
つ
い
て
、
着
想
と
し
て
は
す
で
に
貝
塚
茂
樹
氏
が
指
摘
し
て
い
る
(
た
と
え

ば
『
孔
子
』
二
七

1
二
九
頁
)
。
し
か
し
宇
都
木
氏
は
、
祉
の
祭
杷
の
形
態
と

機
能
を
債
範
囲
に
検
討
す
る
と
と
に
よ
っ
て
ぜ
政
治
健
制
の
原
理
一
般
な
い
し

軍
制
や
司
法
制
度
に
お
け
る
、宗
法
制
-
枇
曾
の
本
来
も
つ
限
界
性
・矛
盾
及
び
獲

質
・
解
健
の
方
向
を
鮮
か
に
照
し
だ
し
て
い
る
。と
の
視
角
は
、『
周
趨
』
に
お
け

る
「
制
度
」
と
い
う
枠
を
こ
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
た
と
え
ば
殿
の
方
土
祭
配
に

は
じ
ま
る
歴
史
的
展
開
に
つ
な
が
っ
て
、
あ
る
い
は
且
然
来
落
に
根
ざ
し
た
祉

の
本
来
的
性
格
の
究
明
と
結
び
つ
き
、
郷
里
州
崎
県
に
お
け
る
一
般
の
在
り
方
に
接

近
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
大
き
な
僅
系
的
研
究
に
設
展
し
う
る
の
で
は
あ
る
ま

い
か
。
い
さ
さ
か
難
解
で
紹
介
の
し
か
た
が
正
し
い
か
ど
う
か
自
信
が
な
い
。

山
田
統
『
竹
書
紀
年
と
六
園
貌
表
』
。
『
竹
書
紀
年
』
は
唐
代
に
は
さ
し
て
信

用
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
が
、
『
資
治
通
鍍
』
の
編
纂
に
よ
っ
て
、
大
き
な
信
揮
官

性
を
輿
え
ら
れ
る
に
い
た

っ
た
。
そ
れ
は
『
孟
子
』
を
根
本
に
お
い
て
、
『
及

r「
V

A
V
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記
』
と
く
に
貌

・
費
紀
年
と
の
喰
遠
い
を
整
合
す
る
た
め
に
、
『
竹
書
紀
年
』

に
よ
っ
て
『
史
記
』
を
補
正
し
た
か
ら
で
あ
り
、
『
史
記
』
補
正
の
試
み
に
は

さ
ら
に
孟
子
の
生
不
年
問
題
が
か
ら
み
、
消
代
ま
で
複
雑
を
き
わ
め
た
。
し
か

し
著
者
に
よ
れ
ば
、
『
史
記
』
と
『
孟
子
』
の
聞
に
は
、
買
は
矛
盾
は
な
い
の

で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
『
史
記
』
の
補
正
は
不
要
で
あ
り
、
『
竹
書
紀
年
』
の

C
怒
性
は
認
め
ら
れ
な
い
。
こ
の
よ
う
な
結
論
に
到
達
す
る
た
め
、
著
者
は
複

剰
な
文
隊
批
判
を
お
こ
な
っ
て
い
る
が
、同町
引
努
設
、
そ
の
詳
細
は
紹
介
し
え

な
い
。
た
だ
一
言
附
記
し
て
お
き
た
い
の
は
、
こ
の
論
文
、
表
か
ら
み
れ
ば

『
竹
書
紀
年
』

の
文
胤
象
的
研
究
で
あ
る
が
、
裏
か
ら
み
れ
ば
か
な
り
大
が
か

り
な
孟
子
研
究
の
基
礎
的

一
帯
分
と
額
像
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
孟
子
に
か
ん

す
る
事
柄
を
こ
え
て
、
『
竹
書
紀
年
』
を
信
用
し
よ
う
と
す
る
人
々

の
そ
れ
ぞ

れ
の
論
貼
を
、
全
部
撃
破
で
き
る
か
ど
う
か
は
、
ふ
れ
ら
れ
て
い
な
い
。
と
も

あ
れ
、
孟
子
研
究
家
の
検
討
を
期
待
す
る
。

柏
原
俊
二
『
先
秦
時
代
の
「
客
」
に

つ
い
て
|
食
客
・
上
客
・
賓
客
に

つ
い

て』
。
駿
園
私
門
と
客
の
闘
係
と
、
誇
侯
と
客
の
閥
係
の
異
同
を
検
討
し
て
い

る
。
前
者
は
人
を
選
ば
ず
、
機
勢
の
袋
飾
を
意
幽
し
た
ば
あ
い
も
あ
り
、
客
の

側
か
ら
み
る
と
、
諮
侯
に
仕
え
る
踏
惑
に
と
考
え
た
ば
あ
い
が
多
い
。
こ
れ
に

た
い
し
て
、
後
者
は
厳
格
に
人
を
選
び
、
直
骸
に
客
の
能
力
の
利
用
を
意
幽

し
、
客
は
ま
た
そ
の
能
力
を
う
り
も
の
と
し
て
高
位
高
鵡
を
求
め
た
。
著
者
の

い
レ
た
い
鮎
の
ひ
と
つ
は
、
そ
れ
ゆ
え
い
わ
ゆ
る
任
侠
的
結
合
は
、
必
ず
し
も

一
般
的
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
、
主
客
の
結
合
闘
係
の
多
く
は
利
己
的
な
倒
人

封
倒
人
の
原
術
酬
係
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
容
か
ら
な
る
高
級
官
僚
が
出
現
し

た
と
こ
ろ
に
、
戦
闘
官
僚
制
上
部
機
構
の一

特
徴
が
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
は

な
い
か
と
付
度
さ
れ
る
。
だ
が
こ
の
よ
う
な
親
角
は
、
ほ
か
な
ら
ぬ
中
園
の
官

僚
制
の
、な
い
し
こ
の
時
代
の
そ
れ
の
歴
史
的
似
性
を
、
は
な
は
だ
一
般
的
な
規

定
に
解
消
し
て
し
ま
う
、
そ
う
い
う
方
向
に
わ
れ
わ
れ
を
導
き
は
し
な
い
だ
ろ

う
か
。
任
侠
的
結
合
論
の
意
診
が
、
そ
の
論
旨
の
笛
否
は
と
も
か
く
と
し
て
、

す
く
な
く
と
も
、
官
僚
制
を
内
面
か
ら
支
え
る
中
闘
古
代
位
曾
に
特
有
な
関
係

に
着
目
し
た
、
そ
の
観
角
に
存
す
る
こ
と
を
錦
起
す
る
の
で
あ
る
。

久
村
因

『
秦
の

「
道
」

に
つ
い
て
』
。

著
者
は
秦
漢
時
代
の
歴
史
地
理
的
研

究
の
専
門
家
で
あ
り
、
綿
密
な
考
設
の
手
法
は
周
知
の
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。

結

論
に
つ
い
て
著
者
の
言
葉
を
そ
の
ま
ま
引
用
し
て
お
く
。

「
迫
は
、
主
と
し
て

戦
闘
時
代
の
秦
に
お
い
て
、
商
軟
の
改
革
以
後
、
勝
に
代
っ
て
鐙
夷
の
地
の
経

営
に
行
な
わ
れ
た
軍
事
的
制
度
で
あ
っ
て
、
麻
の
下
位
に
あ
っ
た
ら
し
い
。

と

の
制
は
秦
の
一

統
後
殴
れ
、
漢
で
は
た
だ
豚
名
と
し
て
の
み
こ
れ
を
総
承
し
、

:
:
迄
の
数
が
一

熔
仰
え
ら
れ
て
い
る
程
度
で
、
蘇
と
の
聞
に
殆
ん
ど
質
質
的

匿
別
は
存
し
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
道
に
代
っ

て
郡
都
尉

・
腐
闘
都

尉
に
よ
る
、
よ
り
綜
合
的
な
管
理
・
経
後
が
行
な
わ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
」
。

地
味
だ
が
、
こ
の
種
の
研
究
は
、
だ
れ
し
も
い
つ
か
と
こ
か
で
世
話
に
な
ら
ね

ば
な
ら
な
い
ι

増
淵
龍
夫
『
漢
代
都
鯨
制
の
地
域
別
的
考
察
そ
の

一
|
太
原

・
上
篤
二
郡

を
中
心
と
し
て
』
。
著
者
は
従
前
か
ら
こ
-
つ
主
張
し
て
い
る
。
古
い
族
的
秩
序

の
遺
制
は
、
秦
決
時
代
に
入
っ
て
も
な
お
「
形
を
後
え
意
味
を
嬰
え
つ
つ
」
、新

し
い
人
的
結
合
協
印
刷
を
う
み
だ
し
て
生
き
残
り
、
そ
の
よ
う
な
耐
曾
側
係
は
、

郡
賂
制
支
配
の
現

Eru貫
徹
と
機
能
を
規
制
し
た
が
、
ま
た
他
面
で
は
そ
わ
が

郡
勝
制
支
配
を
下
か
ら
支
え
る
も
の
で
あ
っ

た
、
と
。
し
か
し
そ
う
は
い
っ
て

も、

一
事
的
は
地
域
に
よ
っ
て
一
様
で
な
い
。
こ
の
論
文
は
古
い
邑
の
遺
制
を
多

く
も
つ
太
原
地
方
の
考・祭
で
あ
り
、
防
風
時
代
以
降
の
新
開
設
地
は
後
論
を
約

束
さ
れ
て
い
る
。
家
族
の
族
的
結
合
と
、
そ
の
性
格
の
う
ち
の
図
家
機
力
に
封

抗
し
て
い
く
側
面
は
、
す
で
に
指
摘
さ
れ
て
き
た
。
そ
れ
ゆ
え
と
と
で
の
論
貼

-lOfj-
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は
、
太
原
地
方
の
豪
族

・
土
豪
的
勢
力
と
古
い
族
的
秩
序
の
関
連
の
検
輩
、
豪

族
・
土
豪
の
祉
曾
的
規
制
力
は
族
的
結
合
内
部
の
み
で
な
く
、
周
遊
の
一
般
民

に
た
い
し
て
も
大
き
く
、
そ
の
よ
う
な
規
制
力
は
郡
蘇
制
的
支
配
に
下
か
ら
協

同
し
て
い
く
も
の
で
も
あ

っ
た
こ
と
の
論
設
な
ど
に
あ
る
。
ま
た
以
上
の
よ
う

な
諮
熱
か
ら
、
復
讐
の
風
俗
や
逸
民
の
性
格
の
祉
曾
史
的
意
義
も
鋭
く
指
摘
さ

れ
て
し
そ
£
族
外
の
一
般
民
に
た
い
す
る
規
制
力
|
私
的
結
合
の
主
た
る
動
機

が
自
術
に
あ
る
と
し
て
、
そ
の
よ
う
な
土
豪
を
中
心
と
す
る
個
別
的
秩
序
世
界

桁
玄
関
に
は
げ
し
い
謝
立
の
生
ず
る
事
情
、
ま
た
自
衛
の
ほ
か
に
結
合
の
フ
ァ

ク
タ
ー
は
な
か

っ
た
の
か
ど
う
か
、
な
ど
が
明
ら
か
に
さ
れ
れ
ば
、
著
者
の
説

得
力
は
い
っ
そ
う
増
す
で
あ
ろ
う
。
氏
の
見
解
に
つ
い
て
の
全
般
的
感
抽
出
は
、

氏
め
著
書
の
書
評
で

の
べ
た
の
で
、
く
り
か
え
さ
な
い
。

HY
屋
美
都
雄
『
漢
代
家
族
の
形
態
に
関
す
る
再
考
察
』
。
守
屋
氏
の
第
二
稿

(
=
一族
制
設
の
撤
回
)
に
た
い
す
る
宇
都
宮
清
士
口
氏
の
批
剣
へ

の
回
答
で
あ

る
。
爾
氏
は
わ
た
く
し
の
親
し
く
数
え
を
う
け
て
い
る
先
撃
。

ζ

の
論
文
に

も
、
日
頃
感
じ
て
い
た
事
風
の
ち
が
い
が
よ
く
現
わ
れ
て
い
て
、
た
い
へ
ん
興

味
ふ
か
か

っ
た
。

わ
た
く
し
も
、
現
存
の
資
料
を
殿
密
に
解
穆
す
る
か
ぎ
り
、

{
寸
屋
氏
の
結
論
に
し
た
が
い
た
く
な
る
。
け
れ
ど
も
、
「
漢
代
家
族
の
形
態
や

大
き
さ
は
、
分
家
の
時
期
と
事
由
と
の
多
様
性
を
反
映
し
て
極
め
て
多
種
多
様

で
あ
る
L

と
い
う
結
論
は
、
哀
が
え
し
て

い
え
ば
、
三
族
制
が
典
型
で
あ
る
と

い
ウ
主
張
は
認
め
難
い
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
て
、
典
型
は
こ
れ
だ
と
い
う
積
極

的
提
言
で
は
な
い
。
ζ

の
意
味
で
著
者
が
、
第
四
節
で
こ
の
貼
を
か
え
り
み
、

あ
ら
た
め
て
軍
婚
家
族
典
型
説
を
主
張
し
た
こ
と
は
、
氏
が
た
ん
な
る
考
設
事

者
に
止
ま
ら
ぬ
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
も

っ
と
も
、
漢
と
い
う
古
い
時
代
に
寧

婚
家
族
と
い
わ
れ
る
と
、
何
と
な
く
首
を
か
し
げ
た
く
な
る
し
、
な
る
ほ
ど
家

父
長
制
理
念
は
、
家
族
形
態
を
推
定
す
る
唯
一
の
要
因
で
な
く
、
融
制
園
・
漢
初

の
農
民
の
す
ベ
て
に
紹
封
観
さ
れ
た
も
の
で
も
な
く
、
ま
た
三
族
制
の
み
を
必

ず
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
が
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
重
要
な
一
要
因
で
あ

り
、
支
配
的
理
念
と
な
っ
て
い
っ
た
も
の
で
あ
り
、
車
婚
家
族
制
に
巌
良
の
土

援
を
も
っ
・
も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
一
方
で
は
、
資
料
的
に
は
軍
婚
家

族
制
訟
も
認
め
ざ
る
を
え
な
い
。
さ
て
そ
れ
な
ら
ば
、
わ
た
く
し
は
著
者
の
主

張
を
、
も
っ
と
も
有
力
な
仮
設
の
ひ
と
つ
と
認
め
る
べ
き
だ
と
お
も
う
。
そ
う

し
て
い
っ
た
ん
ζ

の
仮
設
に
た
っ
て
、
問
中
婚
家
族
制
を
支
配
的
形
態
た
ら
し
め

た
理
由
、
さ
し
あ
た
っ
て
は
土
地
砂
有
、
生
産
形
態
と
の
闘
傍
、
均
分
制
の
質

態
、
鯵
剰
人
口
の
行
く
万
な
ど
を
さ
ら
に
殿
密
に
規
定
し
、
問
時
婚
家
族
制
説
が

な
り
た
つ
か
ど
う
か
を
秘
討
す
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
論
字
を
質
り
盟
か
な
も

の
と
す
る
ば
か
り
で
な
く
、
古
代
帝
昆
の
家
父
長
制
理
念
の
現
質
の
基
礎
を
明

ら
か
に
す
る
と
い
う
大
き
な
研
究
に
つ
な
のか

っ
て
い
く
は
ず
で
あ
る
。

fz井
直
弘
『
決
醤
地
理
士山
の
一
考
察
』
。
著
者
に
よ
れ
ば
、
班
闘
の
『
漢
書

地
理
志
』
著
述
に
あ
た
っ
て
の
態
度
は
、
ふ
た
つ

の
地
域
直
分
法
、
す
な
わ
ち

皇
帝
支
配
の
行
政
匿
劃
と
し
て
の
郡
勝
制
度
に
基
く
方
法
と
、一

一
一
一
分
野
法
(星

分
を
め
園
時
代
の
唇
ぞ
に
割
嘗
て
た
も
の
)
に
う
か
が
わ
れ
る
。
前
者
の
方
法

は
班
固
を
と
り
ま
く
風
潮
の
所
産
で
も
あ
っ
た
の
に
、
そ
れ
で
一
貫
で
き
な
か

っ
た
の
は
、
制
度
中
心
の
見
方
で
は
包
み
き
れ
ぬ
現
貨
の
世
名
が
あ
っ
た
か
ら

で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
考
察
は
、
著
者
の
目
指
し
て
い
る
漢
代
世
曾
の
地
域
差

の
研
究
、
一
律
な
制
度
の
内
側
に
あ
る
現
貨
の
粧品
自の
把
握
の
た
め
の
ひ
と
つ

の
基
礎
的
作
業
で
あ
る
。

た
い
へ
ん
困
難
な
諜
定
で
あ
る
が
、
研
究
方
向
そ
の

も
の
は
、
現
在
も
っ
と
も
重
要
、
か
っ
坑
望
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

岡
本
正

『
山
海
経
に
つ
い
て
』
。
文
献
率
的
研
究

の
序
章
と
し
て
、
研
究
史

|
中
間
人
の
本
書
に
か
ん
す
る
考
え
方
の
努
遜
、
抗
原
自
の
縦
覧
化
な
い
し
成
立
年

代
・
作
者
に
か
ん
す
る
こ
れ
ま
で
の
研
究
、
経
文
と
と
も
に
あ
っ
た
と
い
わ
れ

~ lQ7-
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る
聞
に
か
ん
し
て
な
ど
l
を
概
観
し
た
も
の
。
定
本
の
再
編
の
完
成
が
ま
た
れ

る
。買

は
こ
れ
を
書
く
途
中
で
ふ
と
思
い
つ
き
、第

一
集
の
内
藤
戊
申
氏
の
書
評
、

第
二
集
の
宇
都
宮
消
背
氏
の
謹
許
を
殻
み
か
え
し
て
み
た
。
そ
し
て
い
さ
さ
か

安
心
も
覚
え
た
e

と
い
う
の
は
、
全
館
的
な
感
想
に
つ
い
て
、
内
藤
氏
と

(さ

ら
に
い
え
ば
氏
の
引
用
し
て
い
る
卒
中
苓
次
氏
の
書
評
と
も
)
よ
く
似
て
い
た

か
ら
で
あ
る
。
も
っ
と
も
そ
の
恥
に
つ
い
て
い
え
ば
、
そ
れ
は
わ
た
く
し
の
書

評
に
あ
ま
り
新
味
が
な
い
と
い
う
と
と
に
も
な
る
が
、
そ
れ
よ
り
績
に
な
っ
た

こ
と
は
、
わ
た
く
し
の
要
望
と
同
じ
こ
と
も
、
す
で
に
内
藤
氏
や
卒
中
氏
が
の

ベ
て
い
る
貼
で
あ
る
。

こ
れ
か
ら
も
縦
け
ら
れ
る
に
ち
が
い
な
い
本
曾
の
研
究

毅
表
で
は
、
曾
員
諸
氏
の
そ
れ
ぞ
れ
の
研
究
封
象
の
ほ
り
下
げ
と
と
も
に
、
中

園
古
代
史
の
組
系
化
へ

の
接
近
が
み
ら
れ
る
こ
と
も
期
待
し
て
や
ま
な
い
。

(
河
地
重
治
)

切
口
円
E
E
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M
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R
Y

AU釦困問問。『固
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W
H場
的
也

最
近
海
外
で
の
例
数
研
究
も
著
し
く
、
と
も
す
れ
ば
沈
滞
し
が
ち
な
わ
が
闘

の
研
究
に
消
風
を
吹
き
込
ん
で
く
れ
る
の
は
質
に
悦
ば
し
い
。
ラ
イ
ト
教
授
と

い
え
ば
馴
染
の
万
も
多
い
と
思
う
が
、
曾
て
京
都
大
事
で
塚
本
善
隆
博
士
に
私

淑
さ
れ
た
こ
と
が
あ
り
、
序
文
に
塚
本
、
ド
ミ

エ
ヴ
ィ
ル
雨
教
授
の
御
指
納
骨
に

依
存
し
て
い
る
と
述
べ
ら
れ
た
の
も
、
質
は
そ
う
し
た
閥
係
に
あ
っ
た
か
ら
で

あ
る
。
現
在
は

エ
l
ル
大
摩
の
中
関
思
想
教
授
で
あ
り
、
亦
米
国
に
お
け
る
中

闘
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及
び
中
国
思
想
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機
関
誌
に
毅
表
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Z
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D
E
E
n
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田

E
E凹
HO
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ω
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E
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¥
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Z
問

D
H
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ロ
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ω

E

E
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ω
Z
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D
E
|
等
の
論

著
が
あ
る
こ
と
も
併
せ
て
紹
介
し
て
お
く
。

さ
て
紙
撤
の
闘
係
か
ら
詳
細
に
亙
れ
な
い
け
れ
ど
も
、
著
者
の
意
幽
す
る
と

と
ろ
は
印
度
・
中
国
雨
文
化
の
融
合
過
程
を
眺
め
、
そ
こ
に
生
ず
る
文
化
聞
の

相
互
作
用
と
、
文
化
交
流
に
果
す
宗
教
の
役
割
と
を
究
明
し
よ
う
と
す
る
に
あ

る
。
ム
「
使
宜
上
本
書
の
構
成
を
示
す
と
、
第
一
章

〔
漢
代
の
思
想
と
枇
曾
U
、

第
二
章
〔
準
備
時
代
〕、

第
三
章
〔
教
化
時
代
〕、

第
四
章

〔
濁
立
成
長
時
代
U
、

第
五
章

〔流
用
時
代
〕
、

第
六
章

〔
現
代
中
国
に
お
け
る
例
数
の
遺
産
〕
と
な

り
、
他
に
八
業
の
俳
簡
を
挿
入
す
る
。
叉
序
文
の
後
に
三
頁
に
亘
る
帥抑
制聞
の
解

説
と
、
出
也
末
に
入
門
書
と
も
裕
す
べ
き
参
考
文
肱
の
紹
介

(但
し
洋
諸
の
み
)
及

び
簡
部
な
索
引
を
掲
載
し
て
あ
る
。

第
一
章
序
論
の
意
味
を
持
ち
、
俳
数
東
漸
に
至
る
ま
で
の
、
演
代
の
政

治
・
枇
曾
及
び
恩
組
を
中
心
に
一
瞥
し
、
そ
の
製
遜
推
移
に
仲
っ
て
生
ず
る
俳

数
受
容
へ
の
誇
篠
件
を
導
き
出
そ
う
と
す
る
。
即
ち
未
曾
有
の
繁
蹴
却
を
粛
し
た

漢
帝
闘
も
、内
外
に
生
ず
る
詳
矛
盾
に
よ
っ
て
弱
慢
化
す
る
。
一
方
御
用
思
惣
と

し
て
鯛
熟
し
た
儒
訟
も
、次
第
に
訓
詰
に
腐
心
す
る
の
み
と
な
り
、自
己
刷
新
と

か
新
生
の
枇
曾
問
題
に
封
成
す
べ
き
能
力
も
意
欲
を
も
喪
失
し
た
e

そ
の
結
果
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