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本
美
緒
著

明
清
交
替
と
江
南
社
曾

ー

l
u世
紀
中
園
の
秩
序
問
題
|
|

員リ

松

彰

文

我
が
図
の
停
統
あ
る
中
図
史
研
究
・
明
清
史
研
究
の
「
正
統
な
」
縫
承
者
で

あ
る
と
同
時
に
、
建
設
的
方
向
で
の
批
剣
者
の
代
表
で
あ
る
岸
本
氏
の
作
品
群

に
は
、
狭
小
な
範
園
に
止
ま
ら
ぬ
魔
大
な
畳
の
先
行
研
究
の
消
化
吸
吹
を
基
盤

と
し
た
、
斬
新
な
ア
イ
デ
ィ
ア
の
数
々
げ
か
ち
り
ば
め
ら
れ
て
い
る
。

岸
本
氏
ご

自
身
は
、
そ
れ
ら
の
ア
イ
デ
ィ
ア
を
氏
の
人
柄
そ
の
ま
ま
に
、
き
わ
め
て
謙
虚

な
言
鮮
を
以
て
提
起
さ
れ
る
が
、
披
澄
さ
れ
た
中
身
は
ま
さ
に
深
い
思
索
と
問

い
か
け
の
結
晶
と
し
て
、
時
に
大
路
と
も
い
え
る
迫
力
を
も
っ
て
提
起
さ
れ
る

そ
れ
で
あ
る
。
我
々
が
岸
本
作
品
の
議
後
に
、
あ
る
種
の
爽
快
さ
と
充
質
感
と

を
血
児
え
る
の
は
、
明
快
な
論
旨
や
魅
力
的
な
文
一章一
に
よ
る
こ
と
は
勿
論
、
氏
の

皐
間
的
民
撃
さ
に
共
鳴
す
る
か
ら
に
他
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
俗
的
表
現
を
許

さ
れ
る
な
ら
、
「
山
洋
本
フ

ァ
ン
」
を
自
認
す
る
評
者
に
と
っ
て
氏
の
著
作
を
評

す
る
仕
事
は
誠
に
光
栄
で
あ
る
が
、
同
時
に
ま
た
、
眼
前
に
銭
え
立
つ
名
峰
の

切
り
立
っ
た
岩
壁
に

ロ
ッ
ク
ク
ラ
イ
ミ
ン
グ
を
試
み
ん
と
す
る
が
如
き
畏
れ
を

抱
か
せ
る
も
の
で
も
あ
る
。

大
著
『
清
代
中
園
の
物
償
と
経
済
崩
変
動
』

(
研
文
出
版
、
一
九
九
七
年
)
に

次
ぐ
岸
本
氏
の
第
二
論
文
集
と
な
る
本
書
は
、
氏
自
身
が
述
べ
る
よ
う
に
、
ジ

ャ
ン
ル
で
言
え
ば
、
経
済
史
な
い
し
祉
曾
経
済
史
を
扱
っ
た
前
者
に
射
し
、
社

曾
史
の
範
時
間
に
属
す
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
氏
の
全
著
作
リ
ス
ト
を
作
成

し
て
み
て
更
め
て
気
づ
か
さ
れ
た
こ
と
は
、
本
書
に
結
貧
す
る
氏
の
問
題
関
心

は
き
わ
め
て
早
期
に
生
ま
れ
、
経
済
史
閥
速
の
論
考
と
パ
ラ
レ
ル
に
本
書
牧
誠

の
諸
論
考
が
設
表
さ
れ
て
き
た
と
い
う
黙
で
あ
る
。
雨
著
に
通
底
す
る
氏
の
問

題
関
心
は
、
「
嘗
時
の
人
々
が
な
ぜ
そ
の
よ
う
な
行
動
を
と
っ
た
の
か
、
ど
の

よ
う
な
状
況
が
人
々
を
そ
の
方
向
に
向
け
て
っ
き
動
か
し
て
い
っ
た
の
か
」

(序
i
)
と
い
う
一
貼
に
あ
る
。
歴
史
に
封
す
る
岸
本
氏
の
か
か
る
関
心
の
あ

り
ょ
う
そ
れ
自
健
が
、
我
が
園
に
お
け
る
い
わ
ゆ
る
「
戟
後
歴
史
皐
L

の
批
剣

的
縫
承
な
ら
び
に
ア
ン
チ

・
テ
ー
ゼ
に
、
ま
た
世
界
的
な
歴
史
象
の
新
潮
流
に

連
な
っ
て
い
る
と
見
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
従

っ
て
、
本
警
が
前
者
と
と
も
に

有
す
る
明
清
史
研
究
に
射
す
る
新
た
な
問
題
提
起
の
書
と
し
て
の
性
格
、
ま
た

歴
史
祭
研
究
へ
の
新
た
な
問
い
か
け
の
書
と
し
て
の
位
置
を
我
々
は
ま
ず
確
認

し
て
お
く
必
要
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。

さ
て
本
拙
評
で
は
、
本
書
の
内
容
紹
介
を
必
要
最
小
限
に
と
ど
め
、
数
鮎
の

問
題
に
絞
っ
て
私
見
を
述
べ
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。
「
問
い
直
し
の
皐
」
と
言

わ
れ
る
祉
曾
史
そ
の
ま
ま
に
、
岸
本
氏
に
よ
っ
て
更
め
て
問
い
直
さ
れ
た
問
題

の
検
討
に
多
く
の
紙
幅
を
割
く
必
要
性
が
認
め
ら
れ
る
と
と
も
に
、
本
書
に
制
到

す
る
書
-
評
が
既
刊
未
刊
あ
わ
せ
て
甚
だ
多
く
、
そ
の
た
め
通
常
以
上
に
、
そ
れ

ぞ
れ
の
も
つ
個
性
が
肝
要
と
な
る
と
判
断
し
た
か
ら
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
ま
ず
本
書
の
内
容
紹
介
か
ら
始
め
る
こ
と
に
し
よ
う
。
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盛
り
津
山
の
論
黙
と
ズ
シ
リ
と
重
い
問
題
提
起
に
溢
れ
る
本
書
間
に
あ
っ
て
、

や
は
り
墜
各
は
そ
の

「
序
」
で
あ
る
。

こ
こ
で
は
各
章
に
お
い
て
具
鐙
的
に
展

開
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
氏
の
問
題
関
心
の
所
在
が
明
示
さ
れ
る
の
み
な
ら
ず
、

氏
の
。
知
的
履
歴
書
。
が
開
示
さ
れ
つ
つ
、
そ
の
皐
間
的
ス
タ
ン
ス
が
迫
力
を
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も
っ
て
披
獲
さ
れ
る
。
地
域
社
舎
論
と
の
共
鳴
、
設
展
段
階
論
・
階
級
闘
争
史

観
に
劃
す
る
違
和
感
、

日舵
曾
準
的
ア
プ

ロ
ー
チ
と
の
親
和
性
、
社
告
閏
不
安
と
秩

序
形
成
へ
の
関
心
等
々
、
こ
こ
に
岸
本
史
皐
の
淵
源
と
後
遁
と
を
垣
間
見
る
こ

と
が
で
き
る
。
多
岐
に
亙
る
論
黙
の
う
ち
最
も
注
目
す
べ
き
は
、

「
社
舎
の
片

隅
の
行
居
局
者
」
の

「行
動
様
式
、
選
擦
の
論
理
、
社
禽
像
」
に
関
す
る
「
ミ
ク

ロ
か
ら
の
ま
た
下
か
ら
の
ア
プ
ロ

ー
チ
」
に
よ
る
分
析
を
通
じ
て
中
園
社
曾

・

明
清
時
代
へ
と
肉
迫
す
る
、
そ
の
視
座
で
あ
ろ
う
。

か
か
る
覗
座
は
、
本
書
の

み
な
ら
ず
岸
本
作
品
線
僅
を
貫
流
す
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
何
れ
に
し
て

も
、
岸
本
氏
の
「
手
の
内
」
を
大
胞
に
明
か
し
た
本
「
序
」
は
、
我
々
談
者
に

罰
す
る
氏
か
ら
の
同
県
撃
な
問
い
か
け
と
言
え
よ
う
。

第
二
章
「
明
末
清
初
の
地
方
社
曾
と
『
世
論
』
」
は
、
江
南
松
江
府
を
針
象

に
、
本
書
の
認
識
の
出
設
黙
と
な
る
明
末
清
初
像
が
素
描
さ
れ
る
。

十
六
世
紀
に
生
起
し
た
東
ア
ジ
ア
園
際
商
業
の
設
展
と
刺
激
|

|
闘
際
交
易

に
よ
る
銀
流
入
と
後
期
倭
冠
の
侵
入
ー
ー
に
よ
り
、
明
末
の
社
曾
第
動
が
生

じ
、
城
l
郷
聞
を
往
復
す
る
流
動
的
で
バ
ラ
バ
ラ
な
群
衆
が
生
み
出
さ
れ
た
。

そ
の
結
果
、
農
村
の
狭
く
安
定
し
た
生
活
範
園
が
崩
援
し
都
市
へ
人
口
が
流
入

す
る
な
ど
、
人
々
は
不
安
定
な
生
存
競
争
の
世
界
へ
放
り
出
さ
れ
た
。
か
か
る

枇
曾
朕
況
の
中
に
あ
っ
て
、
自
衛
や
祉
曾
的
地
位
の
上
昇
を
目
的
に
新
た
な
人

関
関
係
が
取
り
結
ば
れ
、
そ
の
こ
と
が
明
末
の
郷
紳
勢
力
増
大
や
各
種
結
社
隆

盛
の

一
大
契
機
と
な
っ
た
。
清
朝
は
江
南
の
嵐
援
し
た
秩
序
の
回
復
を
、
明
末

の
開
放
的

・
流
動
的
な
祉
舎
構
造
を
温
存
し
た
上
に
、
皇
帝
へ
の
一
元
的
・
寧

極
的
支
配
の
も
と
に
統
合
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
園
ろ
う
と
し
た
、
と
。

第
二
章

「
明
清
時
代
の
郷
紳
」
は
、
本
書
を
代
表
す
る
雄
篇
。

「
従
来
注
目

さ
れ
て
き
た
事
貨
を
あ
ら
た
め
て
解
穫
し、

研
究
史
上
の
謬
着
を
解
き
ほ
ぐ

し、

様
々
な
事
象
を
整
合
的
に
設
明
し
う
る
全
一
種
的
な
闘
柄
を
描
い
て
み
る
」

(
序
一
口
)
本
書
の
狙
い
を
最
も
よ
く
侵
現
し
た
一
篇
で
あ
る
。
従
来
か
ら
の

「難
問
」
の
一
つ
で
あ
っ
た
中
園
に
お
け
る

「
園
家
と
祉
曾
」
問
題
の
一
象
徴

と
し
て
注
目
さ
れ
て
き
た
明
清
郷
紳
に
関
す
る
氏
の
見
解
は
、
次
の
如
く
で
あ

る。
中
園
俸
統
園
家
の
特
色
は
、
閤
家
権
力
の
強
さ
、
民
開
勢
力
の
強
さ
と
い
う

形
で
は
表
わ
せ
ず
、
局
面
に
よ
っ
て
ど
ち
ら
の
様
相
を
も
示
す
と
い
う
貼
に
あ

る
。
そ
れ
は
園
家
と
祉
曾
の
機
能
的
同
型
性
に
基
づ
く
も
の
で
あ
っ
て
、
雨
者

に
は
同
型
の
秩
序
維
持
機
能
が
あ
る
。
よ
っ

て
、
郷
紳
の
性
格
を
園
家

・
社告闘

い
ず
れ
か
に
錫
着
さ
せ
る
聞
い
は
意
味
を
も
た
な
い
。
明
末
の
地
方
位
舎
の
袋

容
に
伴
う
バ
ラ
バ
ラ
の
個
人
が
活
滋
に
交
渉
し
競
争
す
る
流
動
的
な
杜
舎
の
下

で
、
諸
個
人
の
選
揮
に
よ
り
意
志
的
に
作
ら
れ
る
人
開
結
合
の

一
つ
と
し
て
、

人
々
と
郷
紳
と
の
結
合
が
果
た
さ
れ
た
。
郷
紳
の
勢
力
基
盤
は
、
園
家
権
力
や

経
済
力
等
に
鋳
し
て
設
明
で
き
る
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
人
々
が
な
ぜ
郷
紳

に
つ
き
従
う
か
と
い
う
方
向
か
ら
設
明
で
き
る
。
す
な
わ
ち
「
株
式
市
場
で
の

投
機
」
の
如
く
、
多
く
の
人
々
の

「
有
望
株
」
郷
紳
に
封
す
る
共
通
認
識
と、

郷
紳
と
の
結
び
附
き
を
求
め
た
結
集
(
「投
機
」
)
と
に
よ
っ
て
郷
紳
は
勢
力
を

形
成
し
て
い
く
。
か
か
る
状
況
は
、
同
時
期
に
お
け
る
イ
ギ
リ
ス
の
ジ
L

ン
ト

リ
、
イ
ス
ラ
ム
祉
舎
の
地
方
名
士
層
の
如
き
名
望
家
支
配
の
成
立
に
も
通
じ
る

一
面
を
も
っ
。

一
九
七

0
年
代
に
一
世
を
風
擁
し
、
そ
し
て
論
争
の
錦
趨
も
定
ま
ら
ぬ
ま
ま

多
大
な
影
響
を
残
し
つ
つ
も
立
ち
消
え
た
郷
紳
論
に
、
岸
本
氏
が
大
き
な
見
通

し
を
奥
え
た
本
一軍
は
、
劃
期
的
な
も
の
と
評
償
さ
れ
る
。
し
か
し
-
評
者
に
は
、

郷
紳
勢
力
の
基
盤
に
関
わ
る
「
株
式
市
場
で
の
投
機
」
設
が
ど
う
も
し
っ
く
り

と
来
な
か
っ
た
こ
と
も
事
賞
で
あ
る
。
こ
の
黙
に
つ
い
て
は
、
後
に
更
め
て
言

及
し
た
い
と
思
う
。

-181ー
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第
三
章

「
明
末
社
曾
と
陽
明
皐
」
は
、
本
書
の
基
本
的
視
座
で
あ
る
混
飢

期
・
秩
序
解
鐙
期
の
明
末
を
生
き
た
「
人
々
」
の
親
黙
か
ら
、
人
々
と
陽
明
皐

と
の
関
わ
り
、
陽
明
朗
{
干
の
特
質
を
問
う
た
意
欲
作
。
簡
潔
に
内
容
を
紹
介
す
る

こ
と
の
甚
だ
難
し
い
一
篇
だ
が
、
陽
明
皐
が
「
明
末
の
混
猟
期
に
生
き
る
人
々

の
生
活
感
究

・
社
舎
感
覚
を
ス
ト
レ

ー
ト
に
代
開
削
す
る
も
の
で
あ
」
り
、
そ
の

性
格
が

「
明
末
に
陽
明
率
を
流
行
さ
せ
た
強
み
で
も
あ
り
、
同
時
に
清
朝
の
秩

序
回
復
期
に
そ
れ
を
衰
退
さ
せ
た
弱
み
で
も
あ
っ
た
」
と
し
て
、
明
末
日
賦
舎
と

の
き
わ
め
て
強
い
内
在
的
連
闘
を
陽
明
皐
に
求

め
た
黙
が
特
筆
に
値
す
る
。

向
、
本
一
章
に
は
「
補
論
」
と
し
て
、
溝
口
雄
三
氏
の
批
剣
に
射
す
る
反
批
判
が

掲
載
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
が
ま
た
岸
本
氏
の
陽
明
皐
理
解
を
深
め
る
上
で
恰
好

の
素
材
を
提
供
し
て
く
れ
て
い
る
。

第
四
章
「
『
五
人
』
像
の
成
立
|
|
明
末
民
繁
と
江
商
社
曾
||
」
、
第
五
章

「起用
繭
十
七
年
の
江
商
社
曾
と
北
京
情
報
」
の
二
篇
は
、
木
警
の
表
題
と
な
っ

た
明
清
交
替
と
い
う

一
大
師変
動
と
江
南
粧
品
闘
の
問
題
を
扱
っ
た
作
品
。
第
四
章

で
取
り
あ
げ
ら
れ
た
テ
l
マ
は
、
明
末
、江
南
民
獲
の
代
表
的
事
例
と
し
て
盟
富

な
研
究
蓄
積
を
も
っ

「
関
讃
の
襲
」
で
は
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
岸
本
氏
の
手
に

よ
っ

て、

同
一
食
材
を
使
っ
た
異
な
る
料
理
に
仕
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
す
な
わ

ち

「
開
識
の
袋
」
そ
の
も
の
の
検
討
で
は
な
く
、
こ
れ
に
関
わ
っ
た
「
五
人
」

の
イ
メ
ー
ジ
が
ど
の
よ
う
に
形
成
さ
れ
、
そ
れ
が
後
代
の
江
南
杜
舎
へ
ど
う
侍

わ
っ
た
か
と
い
う
一
つ
の
文
化
史
研
究
に
醐
開
化
さ
れ
た
黙
に
本
章
の
良
債
が
あ

る
と
思
わ
れ
る
。

小
説

・
戯
曲
・
士
大
夫
の
認
識
等
を
素
材
と
し
て
、
歴
史
的

イ
メ

ー
ジ
形
成
の
質
例
を
示
し
、
「
虚
像
」
に
込
め
ら
れ
た
蛍
時
の
メ
ッ
セ

ー

ジ
を
讃
み
解
く
手
法
は
斬
新
で
あ
る
。

た
だ

一
勲
、
評
者
に
は
些
か
気
に
な
っ
た
黙
が
あ
る
の
だ
が
、
そ
れ
は
本
章

中
に
「
江
南
士
大
夫
社
舎
」
「
紳
士
層
」
「
紳
士
」
「
知
識
人
」
「
名
士
層
」

「
名
士
」

「
文
人
」
「
官
僚
紳
士
」
と
い
っ
た
語
が
出
て
く
る
こ
と
で
あ
る
。

岸
本
氏
の
こ
と
故
、
そ
れ
ぞ
れ
の
文
脈
と
史
料
等
に
照
ら
し
て
最
適
な
名
鮮
が

選
揮
さ
れ
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
が
、
評
者
に
は
些
か
混
用
と
の
感
が
残
っ

た
。第

五
章
は
、
本
書
中
最
も
ヴ
ォ
リ
ュ

l
ム
の
あ
る
一
筋
で
、
李
自
成
軍
に
よ

る
北
京
陥
落
・
崇
繭
脅
自
殺
の
情
報
の
江
南
俸
揺
(
大
運
河
を
経
由
し
た
停
播

ル
l
ト
、
間
開
矯
の
日
時
・
日
数
と
博
矯
手
段
)
と
そ
れ
に
削
到
す
る
江
南
地
方
祉

舎
の
諸
々
の
反
謄
を
お
っ
た
前
中
十
、
李
白
成
軍
に
投
降
し
た
明
官
僚
に
劃
す
る

「
従
逆
」
問
題
を
詳
細
に
検
詮
し
た
後
半
と
で
構
成
さ
れ
る
。
首
都
の
陥
落
、

皇
帝
の
自
殺
、
清
軍
南
下
と
い
っ
た
非
日
常
的

一
大
繁
事
の
問
題
を
扱
い
な
が

ら、

こ
れ
ら
に
関
わ
る
江
南
枇
舎
の
反
慮
や
世
論
・
政
治
の
あ
り
方
を
明
滅
亡

時
ゆ
え
の
特
殊
事
例
と
し
て
で
は
な
く
、
明
末
中
園
社
舎
に
共
通
す
る
も
の
と

捉
え
る
と
と
も
に
、
崇
禎
十
七
年
の
反
「
従
逆
」
運
動
の
事
例
は
そ
の
典
型
例

で
あ
る
と
-
評
債
す
る
。
ま
た
卒
常
時
に
は
官
僚
紳
士
の
威
信
に
よ
っ
て
抑
え
ら

れ
て
い
た
地
方
祉
舎
の
封
立
や
紛
争
が
、
明
滅
亡
と
「
従
逆
」
情
報
に
伴
う
彼

ら
の
威
信
の
低
下
に
よ
り
一
一
挙
に
願
在
化
し
た
と
い
う
指
摘
は
、
甚
だ
示
唆
に

富
む
。第

六
一
章
「
清
初
松
江
府
社
舎
と
地
方
官
た
ち
」
は
、
明
清
交
替
後
の
清
初
松

江
府
に
お
け
る
権
勢
の
出
炭
化
と
清
朝
中
央
政
府
に
よ
る
江
南
地
方
吏
治
の
粛
清

を
扱
っ
た

一
篇。

明
末
以
来
の
紳
士
勢
力
の
弱
鐙
化
、
彼
ら
の
官
吏
に
劃
す
る

地
位
の
低
下
、
科
翠
資
格
に
制
到
す
る
官
制
上
の
地
位
重
視
の
風
潮
、
さ
ら
に
文

官
に
封
す
る
武
官
の
地
位
上
昇
な
ど
、
清
初
に
お
け
る
新
た
な
事
態
の
出
現
が

指
摘
さ
れ
る
。
ま
た

「
江
南
奏
鋪
案
」
に
見
ら
れ
る
清
朝
中
央
政
府
の
江
南
統

治
の
課
題
が
、
地
方
の
牢
自
立
的
勢
力
の
成
長
を
抑
え
る
こ
と
に
あ
っ
た
と
い

う
。
本
書
の
も
つ
魅
力
の
一
つ
に
、
引
用
史
料
の
酒
院
さ
漂
う
軽
妙
な
口
語
誇
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が
あ
る
が
、
本
章
に
お
い
て
も
、
そ
の
妙
味
が
有
数
に
活
か
さ
れ
て
い
る
。

最
終
第
七
章
「
『
歴
年
記
』
に
見
る
清
初
地
方
位
舎
の
生
活
」
は
、
本
書
の

最
後
を
飾
る
に
ふ
さ
わ
し
い
、
岸
本
社
舎
史
の
-
記
念
碑
的
作
品
で
あ
る
。
一
九

八
六
年
に
本
章
の
原
型
と
な
る
論
文
が
設
表
さ
れ
て
以
降
、
経
済
史
関
係
の
も

の
と
並
ん
で
、
氏
の
祉
曾
史
的
ア
プ
ロ

ー
チ
に
基
づ
く
論
考
が
陸
績
と
裂
表
さ

れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
本
章
で
詳
細
に
分
析
さ
れ
た
清
初
上
海
の
「
市
井
の
一

知
識
人
」
挑
廷
溢
の
著
作
『
墜
年
記
』
は
、
本
書
全
鐙
を
通
じ
て
し
ば
し
ば
引

用
さ
れ
て
お
り
、
か
か
る
貼
で
本
書
に
お
け
る
最
重
要
史
料
の
て
ま
た
岸
本

氏
の
明
末
清
初
理
解
の
ベ

l
ス
と
な
る
も
の
の
一
っ
と
言
え
る
。

挑
廷
滋
と
い
う
一
個
人
を
核
と
し
て
、
血
縁
関
係
を
主
と
し
た
彼
を
め
ぐ
る

様
々
な
人
間
関
係
、
商
業
、
農
業
経
営
、
脅
吏
、
家
塾
教
師
へ
と
鱒
ず
る
彼
の

選
擦
的
・
打
算
的
経
済
生
活
の
賓
態
、
彼
個
人
が
関
わ
っ
た
訴
訟
事
件
と
徴
税

問
題
、
等
を
丹
念
に
描
い
た
本
一
章
は
、
個
別
具
種
的
な
事
例
研
究
だ
け
に
讃
む

者
に
飽
く
こ
と
な
き
興
味
を
抱
か
せ
る
。
清
初
の
江
商
社
曾
を
ユ
面
で
は
投

機
的
利
盆
を
追
う
と
と
も
に
一
面
で
は
危
険
を
回
避
し
よ
う
と
」
、
「
多
様
な

可
能
性
に
二
股
も
=
一
股
も
か
け
」
て
生
き
た
挑
に
、
あ
る
種
の
人
間
的
共
感
を

究
え
る
の
は
、
恐
ら
く
評
者
一
人
に
限
っ
た
こ
と
で
は
な
か
ろ
う
。

以
上
、
本
書
の
簡
単
な
内
容
紹
介
を
行
な
い
、
あ
わ
せ
て
若
干
の
コ
メ
ン
ト

を
附
し
た
。
も
と
よ
り
論
結
満
載
の
本
書
の
内
容
を
簡
潔
に
紹
介
す
る
こ
と
は

そ
う
容
易
い
こ
と
で
は
な
い
。
と
い
う
よ
り
、
む
し
ろ
無
謀
の
形
容
が
ふ
さ
わ

し
い
か
も
し
れ
な
い
。
恐
ら
く
重
要
な
論
黙
の
遺
漏
や
誤
り
を
避
け
得
て
い
な

い
だ
ろ
う
と
思
う
。
こ
の
黙
、
岸
本
氏
な
ら
び
に
讃
者
諸
賢
の
ご
叱
正
を
い
た

だ
く
こ
と
と
し
、
以
下
に
は
本
書
に
射
す
る
若
干
の
私
見
を
提
示
す
る
こ
と
に

唱
し
よ
〉
フ
。

第
一
は
、
岸
本
郷
紳
論
と
く
に
郷
紳
の
「
威
信
の
源
泉
」
に
闘
す
る
問
題
に

つ
い
て
で
あ
る
。
氏
の
郷
紳
理
解
を
深
め
る
上
で
、
先
に
本
誌
上
に
掲
載
さ
れ

た一
1
味
園
人
研
究
室
守
に
よ
る
「
中
園
地
方
エ
リ
ー
ト
」
研
究
に
聖

q
J

る
氏
の

書
評
が
大
い
に
参
考
に
な
る
。
そ
こ
で
こ
こ
で
は
、
右
の
書
評
を
視
野
に
納
め

つ
つ
、
あ
わ
せ
て
明
清
郷
紳
日
)
の
聞
に
種
々
の
共
通
項
が
看
て
取
れ
る
イ
ギ
リ

ス
・
ジ
ェ
ン
ト
ル
マ
ン
の
事
例
を
も
参
照
し
な
が
ら
論
じ
る
こ
と
と
し
た
い
。

岸
本
氏
の
郷
紳
理
解
の
特
徴
は
、
そ
れ
を
「
嘗
時
の
人
々
」
の
認
知
と
合

意
、
戦
略
と
行
震
の
問
題
か
ら
解
四
押
す
る
黙
に
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
従
来
の
理

解
の
如
く
、
科
患
を
媒
介
と
す
る
園
家
権
力
と
の
繋
り
や
大
土
地
所
有
等
に
基

づ
く
経
済
力
に
郷
紳
勢
力
の
基
盤
を
認
め
る
の
で
は
な
く
|
|
氏
の
言
を
借
り

る
と
、
「
郷
紳
の
属
性
の
側
か
ら
解
く
の
で
は
な
く
」
(
五
二
基

l
|、
「
人

々
」
か
ら
支
配
力
あ
る
者
と
し
て
認
知
さ
れ
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
「
人
々
」

が
保
護
を
求
め
て
郷
紳
と
の
聞
に
人
的
関
係
を
取
り
結
ぼ
う
と
行
動
す
る
、
そ

こ
に
郷
紳
の
勢
力
形
成
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
看
取
す
る
の
で
あ
る
。

「
人
々
の
視
座
」
の
戦
略
的
意
義
に
つ

い
て
今
は
措
く
と
し
て
、
氏
は
従
来

の
郷
紳
理
解
の
ど
こ
に
問
題
が
あ
る
と
認
識
し
て
お
ら
れ
る
の
か
。
そ
れ
は
第

一
に
、
園
家
と
社
舎
の
「
分
離
」
な
い
し
「
封
抗
」
に
関
わ
っ
て
、
「
郷
紳
の

性
格
を
園
家
と
祉
曾
と
の
い
ず
れ
か
に
館
着
さ
せ
よ
う
と
」
(
四
六
頁
)
し
て

論
争
が
展
開
し
て
き
た
黙
、
第
二
に
、
な
ぜ
明
末
十
六
世
紀
に
郷
紳
が
滋
頭

し
、
か
っ
そ
れ
が
な
ぜ
他
の
地
方
勢
力
〈
官
街
、
軍
隊
、
種
々
の
結
社
な
ど
)

を
も
摩
す
る
力
を
持
ち
え
た
か
と
い
う
黙
で
整
合
的
な
説
明
が
屑
局
さ
れ
て
い
な

い
勲
、
に
あ
る
と
い
う
。

第

一
の
貼
に
つ
い
て
は
、
氏
の
圏
家
と
社
舎
の
機
能

的
同
型
性
読
に
よ
っ
て
説
明
で
き
る
と
し
て
、
第
二
の
黙
は
い
か
が
で
あ
ろ
う
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か
。
郷
紳
が
明
末
期
に
初
め
て
登
場
し
た
わ
け
で
な
く
(
従
来
か
ら
注
目
さ
れ

て
き
た
郷
紳
の
「
優
克
特
権
」
然
り
て
ま
た
こ
の
時
期
に
大
き
な
祉
曾
愛
容

と
そ
れ
に
伴
う
人
的
流
動
化
が
顕
著
で
あ
っ
た
以
上
、
明
末
期
に
お
け
る
郷
紳

の
燈
頭
を
、
氏
の
如
く

「
人
々
」
の
側
か
ら
説
明
す
る
こ
と
は
整
合
的
で
あ
る

と
も
言
え
よ
う
。
支
配

・
権
力
と
い
っ
た
問
題
を
そ
れ
が
及
ぶ
客
鐙
の
認
知
か

ら
殻
み
解
く
斬
新
な
試
み
に
つ
い
て
、
多
く
を
語
る
資
絡
を
評
者
は
有
し
て
い

な
い
。

こ
の
黙
を
お
断
り
し
た
上
で
、
幾
つ
か
の
疑
問
熱
を
提
示
さ
せ
て
い
た

だ
く
と
、
先
ず
郷
紳
自
ら
に
よ
る
「
郷
紳
ら
し
さ
」
を
顕
示
す
る
行
動
が
翠
げ

ら
れ
る
。
こ
の
黙
に
関
連
し
て
岸
本
氏
は
、
本
書
と
は
別
の
場
で
「
そ
う
し
た

(
身
分
上
の
:
:
:
引
用
者
)
上
下
感
受
は
、
服
装
や
物
腰
、
呼
穏
や
交
際
の
躍

な
ど
、
様
々
な
可
観
的
シ
ン
ボ
ル
を
以
て
紹
え
ず
確
認
さ
れ
て
い
く
必
要
が
あ

っ
日
〕
と
述
べ
て
い
る
。
そ
の
概
念
が
き
わ
め
て
康
範
か
つ
陵
昧
で
あ
っ
た
イ

ギ
リ
ス
の
ジ
ェ
ン
ト
ル
マ
ン
に
比
す
れ
ば
、

郷
紳
の
存
在
は
自
他
い
ず
れ
の
認

識
に
お
い
て
も
か
な
り
明
瞭
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
で
も
向
、
ジ
ェ
ン

ト
ル
マ
ン
の
特
機
的
ス
ポ
ー
ツ
で
あ
っ
た
狩
獄
や
、
賞
初
は
彼
ら
の
ス
テ
イ
タ

ス
・
シ
ン
ボ
ル
と
し
て
機
能
し
た
砂
糖
入
り
の
中
園
茶
ハ
喫
茶
)
や
イ
ン
ド
木

綿
の
着
用
が
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
郷
紳
の
郷
紳
た
る
「
可
説
的
シ
ン
ボ

ル」

|
|
岸
本
氏
が
翠
げ
た
右
の
事
例
の
他
、
外
出
時
の
乗
興
、
そ
れ
を
捻
が

せ
る
奴
僕
の
服
装
な
ど
ー
ー
に
よ
っ
て
、
つ
ま
り
郷
紳
の
主
践
的
行
動
に
よ
っ

て
も
郷
紳
の
勢
力
が
維
持

・
扱
張
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
か
か
る
側
面
は
、

そ
れ
を
見
せ
つ
け
ら
れ
る
側
の
認
知
、
あ
る
い
は
そ
れ
を
意
識
し
た
側
の
行
動

と
評
債
さ
れ
よ
う
が
、
そ
れ
と
同
時
に
郷
紳
側
の
自
究
と
質
践
、
つ
ま
り
郷
紳

の
属
性
に
関
わ
る
一
面
と
も
看
倣
し
う
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か。

次
に
、
な
ぜ
人
々
は
郷
紳
を
勢
力
あ
る
者
と
看
倣
す
の
か
と
い
う
黙
に
関
わ

る
「
株
式
市
場
で
の
投
機
」
の
喰
え
に
つ
い
て
で
あ
る
。
些
か
あ
げ
足
取
り
的

で
は
あ
る
が
、
た
と
え
人
々
が
郷
紳
を

「
有
望
株
」
と
認
定
し
て
も
、

そ
れ
に

投
資
で
き
る
だ
け
の
資
力
を
持
つ
者
は
限
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
資
力
は
持
た
な

い
が
市
場
の
株
債
に
通
じ
た
者
、
あ
る
い
は
株
式
の
何
た
る
か
さ
え
知
ら
ぬ
者

等
、
人
々
の
存
在
は
貨
に
多
様
で
あ
ろ
う
。
そ
も
そ
も
何
故
に
人
々
は
他
の
株

で
は
な
く
郷
紳
株
を
有
望
な
も
の
と
認
め
た
の
か
、
と
い
う
根
本
的
な
問
い
は

氏
の
説
明
を
以
て
し
て
も
、

依
然
と
し
て
残
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
こ
で

更
め
て
想
起
さ
れ
る
の
が
、
科
翠

・
数
養
に
連
な
る
郷
紳
の
士
大
夫
と
し
て
の

側
面
で
あ
る
。

イ
ギ
リ
ス
の
事
例
に
お
い
て
も
、
ジ
ェ
ン
ト
ル
マ
ン
た
る
重
要

候
件
と
し
て
数
育
の
比
重
が
増
し
、
十
九
世
紀
に
は
パ
ブ
リ
ッ
ク

・
ス
ク

ー
ル

か
ら
オ

ッ
ク
ス
フ
ォ

ー
ド

・
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
雨
大
皐
へ
の
準
皐
が

一
般
的
コ
ー

ス
と
な
っ
た
。
こ
の
数
養
所
}
重
要
な
一
背
景
と
し
て
、
ジ
ヱ
ン
ト
ル
マ
ン
は
社

曾
一
般
か
ら
の
強
い
傘
敬
を
集
め
て
い
た
と
言
わ
れ
る
。
明
清
郷
紳
の
場
合
に

も
、
郷
紳
と
の
聞
に
直
接
的
関
係
を
結
ば
ぬ
多
く
の
人
々
の
評
償
、
別
言
す
れ

ば
祉
倉

一
般
に
お
け
る
郷
紳
評
債
に
、
中
園
祉
曾
に
停
統
的
な
傘
敬
の
劉
象
た

る
士
大
夫
の
側
面
に
関
わ
る
基
盤
の
存
在
し
た
こ
と
を
、
い
ま
少
し
重
視
す
べ

き
な
の
で
は
な
い
か
と
-
評
者
は
考
え
る
の
だ
が
。
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第
二
は
、
右
に
述
、
へ
た
郷
紳
理
解
に
も
関
わ
る
氏
の
基
本
的
観
座
、
い
わ
ゆ

る
岸
本
社
曾
史
の
特
徴
に
関
す
る
問
題
で
あ
る
。
更
め
て
述
べ
る
ま
で
も
な
い

が
、
い
わ
ゆ
る
祉
舎
史
が
新
た
に
切
り
拓
い
た
分
野
、
斬
新
な
問
題
提
起
の
数

々
は
、
我
が
園
に
お
け
る
歴
史
皐
に
限
定
し
て
も
、
多
大
な
貢
献
を
果
た
し
た

と
言
え
る
。
現
段
階
は
、
首
初
の
目
新
し
き
ゃ
ブ

I
ム
も
一
熔
彩
憶
し
、
そ
の

批
判
者
を
も
含
め
、
研
究
者
の
関
心
は
社
曾
史
の
成
果
の
総
括
と
今
後
の
展
望

へ
と
注
が
れ
て
い
る
。
い
ま
吏
め
て
社
曾
史
の
特
徴
を
簡
潔
に
示
せ
ば
、
そ
れ

は
庶
民
・
日
常
生
活

・
女
性
へ
関
心
を
持
ち
、
人
と
人
と
の
つ
な
が
り
方
(
祉
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曾
的
結
合
の
あ
り
方
〉
を
問
う
息
子
聞
と
言
え
よ
う
か
。
別
言
す
れ
ば
、
庶
民
の

日
常
生
活
の
貧
態
や
生
活
意
識
、
人
関
関
係
の
あ
り
方
を
問
う
も
の
で
、
そ
こ

に

「
等
身
大
の
歴
史
」
と
も
呼
ば
れ
る
所
以
が
あ
抗
日

既
に
本
書
を
議
了
さ
れ
た
方
は
お
気
づ
き
の
通
り
、
岸
本
氏
自
ら
が
杜
禽
史

そ
れ
自
践
に
言
及
し
た
箇
所
は
な
い
。
し
か
し
本
書
の
「
序
」
で
も
明
ら
か
な

よ
う
に
、
氏
の
問
題
関
心
が
「
祉
舎
の
片
隅
の
行
策
者
」
「
社
舎
の
片
隅
で
選

岨
揮
す
る
個
々
の
人
々
の
行
動
」
に
あ
る
と
同
時
に
、
人
と
人
と
の
結
合
の
あ
り

方
を
問
う
こ
と
を
通
じ
て
中
園
祉
舎
を
捉
え
よ
う
と
す
る
視
座
を
持
つ
黙
か

ら
、
氏
の
ア
プ
ロ
ー
チ
は
紛
れ
も
な
く
祉
曾
史
の
そ
れ
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。

勿
論
、
こ
の
よ
う
に
ジ
ャ
ン
ル
分
け
で
き
る
と
し
て
も
、
そ
の
事
自
陸
に
さ
ほ

ど
意
味
が
あ
る
と
も
思
え
な
い
。
岸
本
氏
が
祉
曾
史
に
関
し
て
特
別
に
言
及
し

な
か
っ
た
の
も
、
氏
の
研
究
が
ど
の
範
障
に
属
す
の
か
と
い
う
こ
と
よ
り
、
具

鐙
的
な
問
題
関
心
・
調
座
そ
の
も
の
を
重
要
現
し
た
か
ら
と
推
測
さ
れ
る
。
で

は
、
岸
本
社
曾
史
の
特
徴
を
ど
の
よ
う
に
言
い
表
わ
す
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ

う
か
。
本
書
に
お
い
て
最
も
注
目
さ
れ
た
の
は
、
明
清
王
朝
の
交
替
と
い
う

一

大
異
漢
を
核
と
す
る
明
末
清
初
の
政
治
的
批
舎
的
激
動
期
に
お
け
る

一
般
庶
民

の
認
知
と
行
動
で
あ
る
。
賞
該
時
期
の
江
南
祉
舎
に
生
き
た
「
人
々
」
を
具
鐙

的
封
象
に
、
大
田
安
動
の
渦
中
に
あ
っ
た
彼
ら
の
震
想
・
行
篤
か
ら
十
六
・
十
七

世
紀
の
中
園
社
曾
像
が
巧
み
に
描
か
れ
た
の
で
あ
る
。
社
禽
史
と
の
絡
み
で
表

現
す
れ
ば
、
い
わ
ば
非
日
常
の
中
の
日
常
が
照
射
さ
れ
た
と
も
、
ま
た
庚
義
の

「
心
性
史
」
と
も
-
評
債
で
き
よ
う
。
し
か
し
、
本
書
で
取
り
あ
げ
ら
れ
た
日
常

と
は
、
例
え
ば
イ
ギ
リ
ス
近
世
祉
曾
史
研
究
が
産
業
革
命
時
期
の
庶
民
の
日
常

生
活
を
分
析
し
た
が
如
き
、
衣
食
住
に
関
わ
る
庶
民
の
生
活
賓
態
に
つ
い
て
の

そ
れ
と
異
な
る
。
岸
本
氏
ご
自
身
は
衣
食
住
に
大
き
な
興
味
を
抱
い
て
お
ら
れ

る
と
評
者
は
諒
解
し
て
い
る
の
だ
が
、
本
書
に
関
す
る
限
り
、
右
に
示
し
た
貼

は
岸
本
社
曾
史
の

一
つ
の
特
徴
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
、
評
者
は
本
書
に
明
瞭
に
提
示
さ
れ
た
、
い
わ
ば
名
も
な
き
人
々

の
日
常
的
行
動
へ
の
着
目
に
大
い
な
る
共
感
を
究
与
え
る
も
の
で
あ
る
が
、
し
か

し
そ
の
根
源
的
共
鳴
と
は
別
に
、
本
音一
国
に
あ
る
種
の
戸
惑
い
を
感
じ
た
こ
と
も

ま
た
事
貸
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
本
書
の
各
章
に
お
い
て
登
場
す
る
「
祉
舎
の
片

隅
の
行
魚
者
」
が
、

「
同
時
代
人
」
「
明
末
清
初
の
人
々
」

「
庚
汎
な
人
々
」

「庚
汎
な
小
農
厨
」

「
庚
汎
な
群
衆
」
と
い
っ
た
言
葉
に
置
き
換
え
ら
れ
る
黙

で
あ
る
。
最
も
頻
繁
に
使
用
さ
れ
る

「
嘗
時
の
人
々
」
と
い
う
名
鮮
は
、
紛
れ

も
な
く
氏
の
分
析
視
角
を
象
徴
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
「
社
舎
の
ト
骨
か

行
気
者
」
〈
傍
黙
は
評
者
、
以
下
同
じ
)
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
る
以
上
、
氏

の
言
う
「
人
々
」
と
は
、
素
直
に
受
け
と
め
る
と、

官
僚

・
郷
紳

・
富
裕
暦
等

を
除
外
し
た
、
社
舎
の
底
迭
部
に
生
き
る
名
も
な
き
人
々
を
イ
メ
ー
ジ
さ
せ

る
。
従
来
の
歴
史
的
学
で
は
、
彼
ら
の
こ
と
を
庶
民
、
民
衆
、
大
衆
あ
る
い
は
人

民
等
と
呼
び
表
わ
し
て
き
た
が
、
岸
本
氏
が
そ
れ
を
敢
え
て
「
人
々
」
と
呼
ぶ

岡
県
意
は
ど
こ
に
あ
る
の
か
。
評
者
な
り
の
理
解
を
記
せ
ば
、

一
つ
に
氏
の
社
舎

に
劃
す
る
理
解
が

「
祉
舎
の
片
隅
で
選
揮
す
る
個
々
の
人
々
の
行
動
、
そ
の
集

合
鐙
が
祉
曾
」

(
序
巴
と
す
る
黙
に
あ
り
、
か
つ
明
末
の
祉
舎
繁
勤
に
よ
っ

て
「
バ
ラ
バ
ラ
で
流
動
的
な
群
衆
」
が
析
出
さ
れ
た
と
す
る
氏
の
理
解
の
中
心

に
「
個
」
と
し
て
の
人
聞
が
あ
る
。
こ
の
勲
に
重
き
を
置
け
ば
、
あ
る
種
の
ま

と
ま
り
や
階
層
性
、
時
に
イ
デ
オ

ロ
ギ
ー
を
も
イ
メ
ー
ジ
さ
せ
る
庶
民

・
大
衆

と
い
っ
た
語
は
そ
く
わ
な
い
と
判
断
し
た
か
ら
、
と
推
測
さ
れ
る
。
ま
た
、
第

七
章
で
取
り
あ
げ
ら
れ
た
挑
廷
遜
の
如
き
市
井
の
下
層
土
人
に
象
徴
さ
れ
る
よ

う
に
、
氏
の
「
人
々
」
の
概
念
に
は
必
ず
し
も
庶
民
だ
け
が
包
括
さ
れ
る
の
で

は
な
い
か
ら
、
と
も
推
測
さ
れ
る
。
以
上
の
推
測
の
嘗
否
は
措
く
と
し
て
、
こ

れ
は
あ
る
い
は
讃
者
で
あ
る
我
々
が
、
そ
の
合
意
を
汲
み
取
る
べ
き
性
格
の
問
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題
と
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
「
人
々
」
は
岸
本
社
曾
史
の
キ
ー
ワ

ー
ド
で
あ
る
と
同
時
に
、
き
わ
め
て
伸
縮
性
の
あ
る
概
念
で
あ
る
が
故
に
、
氏

自
ら
の
設
明
が
欲
し
い
と
こ
ろ
だ
と
感
じ
た
が
、
い
か
が
で
あ
ろ
う
か
。

さ
て
、
第
三
は
、
本
書
の
分
析
の
場
と
な
っ
た
江
南
社
曾
に
関
す
る
問
題
で

あ
る
。
岸
本
氏
に
と
っ
て
江
商
社
曾
を
分
析
封
象
と
す
る
こ
と
の
積
極
的
一
意
義

は
、
「
秩
序
問
題
の
寅
験
場
と
し
て
か
王
朝
交
替
下
の
江
南
杜
曾
〕
と
い
う
黙

に
あ
る
。
「
成
熟
し
た
ド
ロ
ド
ロ
し
た
社
曾
」
で
あ
っ
た
江
南
に
お
い
て
、
明

清
交
替
下
、
従
来
の
秩
序
が
ど
の
よ
う
に
溺
壕
し
、
そ
の
後
ど
う
再
形
成
さ
れ

る
か
に
氏
の
重
大
な
問
題
関
心
の
一
端
が
存
在
す
る
。
周
知
の
通
り
、
従
来
の

明
清
史
研
究
が
「
先
進
地
江
南
」
を
主
舞
妥
と
し
て
展
開
し
て
き
た
こ
と
、
こ

れ
に
封
し
て
江
南
中
心
主
義
と
の
批
判
が
加
え
ら
れ
る
と
と
も
に
、
一
陥
建
・
四

川
・
庚
東
・
庚
西
・
東
北
他
、

江
南
以
外
の
地
域
に
関
す
る
事
例
研
究
や
非
漢

族
研
究
が
近
年
精
力
的
に
進
め
ら
れ
て
き
た
こ
と
が
知
ら
れ
よ
う
。
し
か
し
な

が
ら
、
岸
本
氏
を
は
じ
め
、
現
在
江
南
を
分
析
封
象
と
す
る
研
究
者
に
、
言
わ

れ
る
江
南
中
心
主
義
は
認
め
ら
れ
な
い
。
同
時
に
、
江
南
研
究
者
で
あ
る
岸
本

氏
の
ス
タ
ン
ス
は
、
き
わ
め
て
慎
重
に
で
は
あ
る
が
、
江
南
で
の
「
貸
験
デ
ー

タ
」
を
踏
ま
え
つ
つ
明
清
期
中
園
社
舎

一
般
へ
と
普
遍
化
を
試
み
る
志
向
性
を

も
併
せ
も
つ
も
の
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
歴
史
撃
に
お
け
る
地
域
研
究
と
は
、
ジ

グ
ソ
ー
パ
ズ
ル
の
個
々
の
ピ
l
ス
と
は
全
く
異
な
る
。
庚
大
な
中
閣
の
全
地
域

の
事
例
を
周
く
組
み
合
わ
せ
て
は
じ
め
て
全
鐙
像
が
浮
か
び
あ
が
る
と
い
う
類

の
も
の
で
は
な
い
。
選
ば
れ
た
テ

1
て
選
棚
博
さ
れ
た
地
減
に
お
け
る
デ
ー
タ

の
汎
用
性
と
耐
久
性
と
が
問
わ
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
本
書
に
お
け
る
江
南
枇

舎
と
は
、
そ
の
「
先
進
性
」
の
故
か
ら
で
は
な
く
、
中
園
祉
舎
な
い
し
明
末
清

初
理
解
に
お
け
る
普
迭
化
へ
の
方
向
性
を
も
見
通
し
う
る
象
徴
的
事
例
と
し
て

の
位
置
づ
け
故
に
、
岸
本
氏
に
よ
っ
て
積
極
的
に
選
び
取
ら
れ
た
具
鐙
的
な
場

な
の
で
あ
る
。

で
は
、
本
音一
回
に
一
ホ
さ
れ
た

「
質
験
デ
ー
タ
」
の
場
合
は
い
か
が
で
あ
ろ
う

か
。
い
ま
本
書
の
構
成
を
更
め
て
示
せ
ば
、
序
を
除
き
、
前
三
篇
が
新
た
な
明

末
清
初
像
の
提
起
お
よ
び
論
争
的
問
題
を
取
り
あ
げ
た
も
の
、
後
四
篇
が
食
費

的
事
例
研
究
と
な
っ
て
い
る
。
後
者
に
お
い
て
デ
l

F
の
汎
用
に
関
わ
る
記
述

が
見
ら
れ
る
が
、
と
く
に
評
者
が
強
い
印
象
を
輿
え
ら
れ
た
第
七
草
を
例
に
あ

げ
れ
ば
、
挑
廷
逃
の
生
活
に
関
す
る
詳
細
な
分
析
か
ら
得
ら
れ
た
「
選
鐸
の
偏

が
大
き
い
と
い
っ
た
意
味
で
の
『
自
由
』
さ
と
そ
れ
に
伴
う
不
安
定
性
、
他
面

で
の
人
閲
関
係
の
強
さ
と
多
緩
さ
」
と
い
う
特
色
は
、
「
明
代
後
期
三
六
世

紀
〉
以
降
の
中
園
祉
舎
の
特
色
と
し
て
、
か
な
り
一
般
化
で
き
る
よ
う
に
思
わ

れ
る
」
(
い
ず
れ
も
二
六
九
頁
)
と
述
べ
ら
れ
る
。
明
清
王
朝
交
替
と
い
う
エ

ポ
ァ
ク

・
メ
l
キ
ン
グ
な
出
来
事
を
含
む
、
中
園
史
上
屈
指
の
大
激
動
期
で
あ

っ
た
明
末
清
初
期
の
江
南
杜
舎
に
お
け
る
事
例
研
究
の
成
果
を
普
遍
化
す
る
方

向
性
に
は
、
同
時
代
の
中
園
祉
曾
一
般
へ
の
途
と
、
前
後
の
時
期
と
く
に
後
代

の
中
園
祉
舎
一
般
へ
の
途
と
が
あ
ろ
う
。
後
者
の
場
合
、
そ
れ
は
中
園
史
上
に

お
け
る
明
末
清
初
期
の
位
置
づ
け
と
い
う
大
問
題
に
連
な
る
も
の
と
な
る
。
明

末
清
初
と
い
う
大
捷
動
期
で
あ
る
が
故
に
社
舎
の
諸
矛
盾
や
日
常
的
構
造
が
顕

在
化
す
る
の
だ
と
見
る
見
方
と
並
ん
で
、
か
か
る
側
面
を
認
め
つ
つ
も
、
向
こ

の
時
期
の
特
異
性
に
強
い
留
保
を
加
え
る
見
方
も
成
り
立
ち
得
ょ
う
。
勿
論
、

こ
れ
は
雨
者
の
何
れ
か
が
正
し
い
と
い
う
も
の
で
は
な
く
、
局
面
に
よ
っ
て
そ

の
分
岐
が
生
じ
る
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
清
代
中
期
中
園
祉
曾
|
|
新
た
な

諸
矛
盾
を
加
え
つ
つ
も
相
針
的
な
「
安
定
期
」
で
あ
り
、
同
時
に
十
八
世
紀
的

意
味
を
も
っ
後
動
期
に
あ
た
る
1
1
に
お
け
る
庶
民
の
日
常
生
活
に
関
心
を
抱

く
評
者
の
限
に
は
、
例
え
ば
明
朝
の
崩
壊
、
皇
帝
の
自
殺
に
伴
う
江
商
社
舎
の
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「
パ
ニ
ッ
ク
状
態
」
下
に
お
け
る
人
々
の
日
常
は
、
や
は
り
特
異
な
モ
デ
ル
と

し
て
映
る
。
明
末
滑
初
期
と
清
代
中
期
の
異
同
、
連
績
・
非
違
績
の
問
題
は
、

依
然
と
し
て
興
味
の
謹
き
な
い
問
題
と
言
え
よ
う
。
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以
上
、
評
者
の
問
題
関
心
に
響
き
合
う
諸
貼
に
関
す
る
山
一
五
偏
っ
た
書
評
と

な
っ
た
こ
と
を
ど
寛
怨
い
た
だ
き
た
い
。

残
さ
れ
た
紙
幅
は
僅
か
だ
が
、
最
後
に
更
め
て
指
摘
し
て
お
き
た
い
こ
と

は
、
本
書
が
岸
本
氏
の
前
著
を
踏
ま
え
て
、
あ
る
い
は
相
互
に
共
鳴
し
な
が
ら

成
り
立
つ
と
い
う
黙
で
あ
る
。
世
界
史
お
よ
び
十
六
・
十
七
・
十
八
世
紀
史
と

い
う
庚
い
競
野
の
下
に
解
明
さ
れ
た
明
清
期
中
園
の
祉
曾
経
済
的
吠
況
、
こ
の

理
解
を
ベ

l
ス
に
営
時
の
中
園
を
生
き
た
人
聞
の
認
知
や
行
動
に
ス
ポ
ッ
ト
が

嘗
て
ら
れ
た
貼
に
、
本
書
の
本
質
的
債
値
の
一
斑
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
い
わ

ゆ
る
祉
禽
史
一
逢
倒
の
方
向
性
に
非
ざ
る
、
「
経
済
史
と
社
曾
史
の
ア
ン
サ
ン

ブ
ル
〕
が
肝
要
で
あ
る
こ
と
を
我
々
は
十
分
認
識
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
で
あ

ろ
う
。と

こ
ろ
で
、
「
序
」
を
は
じ
め
と
す
る
氏
の
深
い
問
い
か
け
に
燭
愛
さ
れ
て

か
、
本
書
の
讃
後
に
は
き
ま
っ
て
。
歴
史
皐
と
は
何
を
問
う
皐
聞
か
?

0

0

日

本
に
お
け
る
外
園
史
研
究
・
中
園
史
研
究
の
意
味
は
何
か
0
・0

と
い
う
、
奮
く

て
ま
た
新
し
い
問
い
が
-
評
者
の
堕
一
袋
に
去
来
し
た
。
人
類
社
舎
の
現
況
、
歴
史

皐
を
取
り
巻
く
環
境
等
を
鑑
み
る
と
き
、
か
か
九
一
向
い
は
一
層
そ
の
強
さ
を
増

す
が
、
い
わ
ゆ
る
社
曾
史
に
劃
す
る
根
強
い
批
判
円
いや
岸
本
氏
の
方
法
論
に
関
す

る
一
部
の
批
剣
も
、
そ
の
根
底
に
は
、
右
の
問
題
に
関
わ
る
研
究
者
個
々
の
認

識
つ
ま
り
歴
史
観
の
相
違
が
横
た
わ
っ
て
い
る
。
こ
の
黙
に
関
し
て
、
氏
が

「
序
」
に
お
い
て
表
わ
し
た
も
の
以
上
の
言
及
を
研
究
論
文
集
た
る
木
書
に
求

め
る
こ
と
は
整
局
に
過
ぎ
よ
う
が
、
他
に
例
を
見
な
い
刺
激
的
な
「
序
L

で
あ

る
が
故
に
、
些
か
無
理
な
注
文
も
し
て
み
た
か
っ
た
気
が
す
る
。

最
後
に
、
今
後
の
明
清
史
研
究
と
の
関
連
で
一
言
。
た
だ
で
さ
え
数
の
限
ら

れ
る
明
清
史
研
究
者
が
、
何
も
こ
ぞ
っ
て
一
定
の
方
向
を
志
向
す
る
必
要
は
な

い
、
と
評
者
は
考
え
る
。
研
究
の
個
別
分
散
化
の
現
獄
、
そ
れ
に
伴
う
論
争
の

紋
如
、
こ
れ
ら
に
射
す
る
批
剣
の
撃
は
明
清
史
に
限
っ
た
こ
と
で
は
な
い
し
、

評
者
も
そ
れ
を
無
前
提
に
是
認
す
る
も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
少
な
く
と
も
、

積
極
的
意
義
を
有
す
る
新
分
野
の
開
拓
・
新
た
な
視
座
の
導
入
に
よ
る
研
究
蓄

積
の
豊
富
化
へ
の
営
み
は
、

今
後
も
切
に
求
め
ら
れ
績
け
る
の
で
は
あ
る
ま
い

か
。
か
か
る
意
味
に
お
い
て
も
ま
た
、
本
書
の
貢
献
は
甚
だ
大
き
い
と
言
え
る

で
あ
ろ
う
。

拙
評
が
岸
本
氏
の
労
作
の
本
質
的
意
義
を
ど
の
程
度
ま
で
理
解
す
る
こ
と
に

成
功
し
、
ま
た
卑
見
が
ど
こ
ま
で
本
書
の
骨
格
に
踏
み
込
め
て
い
る
か
、
そ
の

剣
断
は
、
岸
本
氏
な
ら
び
に
讃
者
の
方
々
に
委
ね
る
他
は
な
い
。
本
蓄
を
手
に

し
た
こ
と
に
よ
っ
て
盆
々
、
岸
本
氏
の
今
後
の
展
開
が
祭
し
み
に
な
っ
た
と
い

う
の
が
、
「
登
壁
」
を
終
え
て
の
評
者
の
僑
ら
ざ
る
想
い
で
あ
る
。
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註〈

1
〉
『
東
洋
史
研
究
』
五

O
各
四
続
、
一
九
九
二
年
に
掲
載
さ
れ
た
J
・

W
-
エ
シ
エ
リ
ッ
ク
、

M
・
B
-
ラ
ン
キ
ン
編
著

E
n
rミ
足
h
R
Q
N

巴
凡
な
h
Q
R刷
、
ミ
な
3
h
。
¥
勺
。
吉
宮

S
2
3
H由
由
。
に
制
到
す
る
岸
本
氏

の
書
評
。

(
2
〉
評
者
の
理
解
は
、
以
下
の
文
献
に
負
う
と
こ
ろ
大
で
あ
る
。
村
岡
健

次
・
川
北
稔
編
著
『
イ
ギ
リ
ス
近
代
史
』
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
一
九
八



六
年
。

川
北
稔
『
工
業
化
の
歴
史
的
前
提
|
|
一
帝
園
と
ジ
ェ
ン
ト
ル
マ

ン
||
』
岩
波
書
広
、
一

九
八
三
年
。
卒
凡
社
版
『
世
界
大
百
科
事

典
』
の
川
北
氏
執
筆
に
よ
る
「
ジ
ェ
ン
ト
ル
マ
ン

」
の
項
、
一
九
八
八

年。

P
・
I
・
コ
l
フ
ィ

ー
ル
ド

「イ
ギ
リ
ス
・
ジ
ェ
ン
ト
ル
マ
ン
の

論
争
多
き
歴
史
」

(
松
塚
俊
三
・

坂
谷
清
誇
)
『
思
想
』
八
七
三
鋭、

一
九
九
七
年
。

(

3

)

岸
本
美
緒

「
明
清
時
代
の
身
分
感
宛
」
森
正
夫
他
編
『
明
清
時
代
史

の
基
本
問
題
』
汲
古
書
院
、
一
九
九
七
年
、
所
枚
。

(

4

)

竹
岡
敬
温

・
川
北
稔
編
『
祉
曾
史
へ
の
途
』
有
斐
閣
選
書
、

五
年
、
参
照
。

(
5
〉
岸
本
美
緒
「
地
域
社
舎
の
硯
貼
と
明
諸
問
園
家
論
」

794 

一
九
九

『
奮
中
園
に
お
け

る
地
域
社
舎
の
特
質
』
科
研
報
告
書
(
研
究
代
表
者
、
森
正
夫
)
、
一

九
九
四
年
、
所
枚
。
「
成
熟
し
た
ド
ロ
ド
ロ
し
た
社
曾
」
と
い
う
表
現

も
右
に
よ
る
。

(

6

)

前
掲
註
(

4

)

書
、
所
枚
の
川
北
稔
「
『
残
徐
の
要
因
』
か
ら
『
全
鐙

史
』
へ

」
に
お
け
る
表
現
。

(

7

)

例
え
ば
、
『
本
郷
』
二
五
鋭
、
吉
川
弘
文
館
、
二

O
O
O年
に
掲
載

さ
れ
た
永
原
慶
二

・
尾
藤
正
英
雨
氏
の
封
談
コ
一

O
世
紀
の
歴
史
筆
を

振
り
返
る
」
は
、

ネ
ガ
テ
ィ
ヴ
な
意
味
で
大
祭
興
味
深
い
も
の
と
言
え

る。

一
九
九
九
年

一
一
一
月

A
五
剣

東
京
東
京
大
皐
出
版
曾

二
八
二
頁
五
六

O
O園
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