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序
章
に
述
べ
ら
れ
る
よ
う
に
、
著
者
は
考
占
的
学
と
い
う
亭
問
分
野
に
よ
っ

て
周
代
の
照
史
的
な
理
解
を
目
指
し
て
い
る
。
著
者
が
暮
ら
す
米
園
あ
る
い

は
英
国
で
は
、
考
古
撃
が
人
類
学
の
強
い
影
響
を
受
け
、
車
な
る
士
円
器
物
の

編
年
を
目
指
す
研
究
で
は
な
く
、
生
計
・
環
境
遁
慮
・
生
活
朕
態
・
文
化
的

宗
教
的
慣
習
・
枇
台
関
係
と
い
っ
た
人
間
枇
舎
の
よ
り
根
本
的
な
問
題
を
早

い
段
階
か
ら
扱
っ
て
き
た
。
一
九
六

0
年
代
の
新
考
古
挙
運
動
の
成
果
で
あ

る
が
、
一
方
で
過
度
な
人
類
史
の
法
則
性
へ
の
追
究
な
ど
が
問
題
と
な
り
、

一
九
八

0
年
代
に
は
物
質
現
象
の
背
景
に
あ
る
個
人
や
そ
の
精
神
性
の
問
題
、

あ
る
い
は
研
究
者
自
ら
や
研
究
釘
象
に
針
す
る
認
知
・
認
識
論
の
問
題
な
ど

か
ら
批
判
が
展
開
さ
れ
、
ポ
ス
ト
プ
ロ
セ
ス
考
古
撃
と
い
う
新
考
古
皐
へ
の

方
法
論
的
な
批
判
が
起
き
て
い
る
。
現
在
の
考
古
撃
は
そ
の
二
つ
の
附
晶
子
泳
が

並
立
す
る
と
と
も
に
、
そ
れ
ら
の
融
合
の
模
索
が
な
さ
れ
る
段
階
で
も
あ
る
。

そ
う
し
た
方
法
論
的
な
融
合
の
模
索
の
中
に
フ
ア
ル
ケ
ン
ハ
ウ
ゼ
ン
氏
が
存

在
し
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
。

著
者
は
肢
に
指
摘
し
て
き
て
い
る
よ
う
に
、
中
岡
考
古
風
宇
が
過
度
な
文
献

史
的
学
の
影
響
下
に
あ
り
、
そ
の
弊
害
か
ら
脱
す
る
こ
と
に
あ
る
と
す
る
。
と

同
時
に
、
新
考
古
撃
に
見
ら
れ
る
安
易
な
祉
曾
進
化
の
法
則
性
の
中
に
考
古

向
学
的
諸
現
象
を
押
し
込
め
る
こ
と
へ
警
鐘
を
鳴
ら
し
て
い
る
。
新
進
化
主
義

に
慕
づ
く
枇
合
同
進
化
の
分
類
に
単
純
に
祉
舎
現
象
を
常
て
は
め
る
べ
き
で
な

い
と
い
う
主
張
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
周
代
は
「
岡
家
段
階
の
枇
台
」
で
あ

る
と
し
な
が
ら
、
そ
の
枇
舎
を
特
定
の
枇
曾
進
化
分
類
に
嘗
て
は
め
る
の
で

は
な
く
、
具
程
的
な
出
現
の
あ
り
方
、
そ
の
繁
化
や
愛
容
、
枇
舎
を
構
成
す

る
個
人
や
集
園
聞
の
諸
閥
係
に
注
目
す
る
。
そ
し
て
周
の
領
域
で
あ
る
園
家

と
そ
の
岡
達
に
存
在
す
る
非
図
家
に
注
目
し
、
そ
れ
ら
の
相
互
作
用
の
重
要

性
を
認
識
す
る
と
と
も
に
、
非
園
家
を
正
賞
に
許
債
し
た
い
と
主
張
す
る
。

そ
の
黙
、
許
者
も
意
見
を
同
じ
く
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
(
宮
本
二

O
O
七)。

そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
枇
合
愛
化
を
「
西
周
後
期
櫨
制
改
革
」
と
「
春
秋
中

期
儀
躍
再
編
」
と
い
う
事
象
か
ら
説
明
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

そ
う
し
た
研
究
の
方
向
性
の
基
に
、
日
ハ
飽
的
な
研
究
方
法
と
し
て
は
、
新

考
古
撃
で
一
般
的
な
統
計
学
的
方
法
、
ミ
ド
ル
レ
ン
ジ
セ
オ
リ
ー
(
中
位
理

論
)
な
ど
を
利
用
す
る
。
さ
ら
に
祉
舎
人
類
撃
で
は
一
般
的
な
概
念
で
あ
る

「
リ
ネ
1
ジ
」
や
「
ク
ラ
ン
」
と
い
う
概
念
を
用
い
な
が
ら
、
枇
合
円
単
位
を

説
明
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
と
く
に
「
ク
ラ
ン
」
と
は
本
来
の
同
一
的
血

縁
集
園
で
は
な
く
と
も
ソ
ダ
リ
テ
ィ
ー
を
以
て
同
じ
出
自
集
圏
と
信
じ
る

人
々
を
指
し
、
こ
れ
が
現
代
中
国
に
お
い
て
一
般
的
に
用
い
ら
れ
る
「
氏

族
」
に
相
嘗
す
る
と
す
る
。
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こ
の
よ
う
に
本
書
は
、
考
古
学
を
用
い
て
周
代
の
歴
史
的
な
展
開
を
明
ら

か
に
し
よ
う
と
す
る
野
心
的
な
大
作
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
本
音
一
目
は
皿
部
か

ら
な
り
、
以
下
に
目
次
を
掲
げ
る
。

第
I
部
等
級
の
新
し
い
基
準
と
そ
の
適
用
(
前
八
五

O
年
頃
)

第
一
章
曲
周
後
期
に
お
け
る
貴
族
の
再
編

第
二
ヰ
早
諮
侯
リ
ネ

lジ
に
お
け
る
等
級
と
性
差
(
前
一

o
o
o
l前
六

五
O
年
頃
)

第
三
章
あ
る
華
北
の
共
同
慎
(
前
八

o
o
l前
四
五

O
年
頃
)
一
人
口

統
計
墜
と
等
級

第
E
部
内
的
な
連
合
と
外
に
封
す
る
分
界

第
四
章
周
文
化
圏
内
部
に
お
け
る
ク
ラ
ン
の
差
異
(
前
一

O
五
0
1前

五
O
O年
頃
)

第
五
章
周
文
化
圏
内
部
に
お
け
る
民
族
的
差
異
(
前
一

O
五
O
l前一一一

五
O
年
頃
)

第
六
章
世
聞
大
す
る
一
吐
合
同
(
前
一

O
五
O
年
頃
l
前
一
一
一
一
一
年
)

第
皿
部
繁
化
と
再
定
義

第
七
章
束
周
の
宗
敬
改
革
(
前
六

O
O年
一
頃
l
前
一
一
一
一
一
年
)

第
八
章
上
級
貴
族
と
十
級
貴
族
の
分
裂
(
前
七
五

O
年
一
頃
!
前
一
一
一
一
一

年
)

第
九
人
ム
早
十
級
貴
族
の
庶
人
階
級
と
の
融
合
(
前
六

0
0年
頃
!
前
二
二

一
年
)

終
章
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第
一
章
は
、
微
氏
一
族
の
事
跡
が
銘
文
に
記
録
さ
れ
た
荘
内
一
披
空
白
裁
出

土
青
銅
器
群
の
分
析
で
あ
る
。
微
氏
の
個
人
名
が
記
さ
れ
た
銅
器
群
を
ま
ず

型
式
的
学
的
な
位
置
付
け
か
ら
相
封
的
な
年
代
を
押
さ
え
、
さ
ら
に
銘
文
内
容

か
ら
、
個
人
名
の
相
刑
判
的
な
位
置
付
け
と
同
時
期
の
周
王
と
の
閥
係
を
明
ら

か
に
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
血
縁
的
な
親
族
関
係
を
示
す
リ
ネ
l
ジ

と
い
う
概
念
か
ら
、
微
氏
の
父
系
血
縁
集
問
の
車
系
的
序
列
を
明
ら
か
に
す

る
と
と
も
に
、
人
類
準
的
な
分
節
化
概
念
と
『
植
記
』
の
記
載
か
ら
五
世
代

ご
と
に
分
家
が
創
設
さ
れ
る
事
(
貫
を
以
て
、
西
岡
中
期
に
は
リ
ネ
l
ジ
の
分

裂
が
は
た
さ
れ
る
段
階
と
す
る
。
そ
の
リ
ネ
l
ジ
の
分
裂
こ
そ
が
、
西
周
前

半
ま
で
の
枇
合
同
秩
序
を
乱
す
も
の
で
も
あ
っ
た
。
著
者
は
史
描
盤
の
年
代
を

西
周
中
期
後
半
に
位
置
付
け
、
時
あ
た
か
も
周
王
朝
自
身
が
敵
針
す
る
二
つ

の
家
系
に
分
裂
し
た
時
期
と
す
る
。
さ
ら
に
そ
う
し
た
周
の
秩
序
の
揺
ら
ぎ

を
再
編
す
る
意
味
で
著
者
が
呼
稽
す
る
「
西
周
後
期
櫨
制
改
革
」
が
存
在
し
、

そ
の
年
代
が
前
八
五

O
年
頃
と
す
る
。
そ
れ
は
、
リ
ネ
l
ジ
成
員
を
飽
系
的

に
等
級
付
け
、
酒
器
を
伴
わ
な
い
檀
器
の
組
み
合
わ
せ
に
よ
っ
て
食
物
を
供

献
す
る
新
し
い
葬
送
儀
雄
か
ら
な
る
も
の
で
あ
る
。

第
二
章
は
、
賓
鶏
墓
地
、
天
馬
曲
村
慕
地
、
上
村
嶺
彼
凶
墓
地
の
分
析

に
よ
り
、
特
に
副
葬
主
円
銅
葬
器
の
構
成
か
ら
、
階
層
差
と
性
差
に
言
及
す
る

と
と
も
に
、
そ
れ
ら
に
お
い
て
リ
ネ

1
ジ
聞
の
格
差
が
存
在
す
る
可
能
性
を

指
摘
す
る
と
と
も
に
、
リ
ネ
l
ジ
に
よ
る
埋
葬
習
俗
の
差
異
を
指
摘
す
る
。

さ
ら
に
こ
れ
ら
の
分
析
か
ら
「
西
岡
後
期
櫨
制
改
革
」
の
存
在
を
賓
誼
し
よ

う
と
し
て
い
る
。
ま
た
、
ク
ラ
ン
外
婚
規
制
に
よ
り
、
結
婚
は
ク
ラ
ン
の
境

界
を
超
え
た
リ
、
不
l
ジ
の
同
盟
を
示
す
も
の
で
あ
り
、
女
性
は
あ
く
ま
で
も

女
性
向
身
の
出
自
リ
ネ
l
ジ
の
組
先
崇
拝
を
強
い
ら
れ
る
こ
と
を
説
く
。
凶

周
初
期
に
確
立
し
た
胤
主
リ
ネ
l
ジ
を
核
と
し
た
階
層
構
造
が
、
基
本
的
に

リ
ネ
l
ジ
聞
に
よ
る
階
層
構
造
を
な
し
、
そ
れ
ら
身
分
標
識
で
も
あ
る
葬
迭
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儀
雄
に
反
映
し
て
い
る
と
す
る
貼
は
、
興
味
深
い
指
摘
で
あ
る
。
さ
ら
に
そ

れ
ら
の
階
層
構
造
の
揺
ら
ぎ
が
見
ら
れ
る
西
周
中
期
を
介
し
て
、
「
西
周
後

期
檀
制
改
革
」
へ
と
時
間
起
動
す
る
シ
ナ
リ
オ
を
描
こ
う
と
し
て
い
る
。

績
く
第
三
章
は
、
山
西
佼
馬
上
馬
墓
地
と
い
う
ほ
ぼ
す
べ
て
の
集
園
墓
が

完
全
に
愛
掘
さ
れ
た
貴
重
な
墓
地
資
料
の
葬
送
分
析
で
あ
る
。
上
馬
墓
地
は

西
周
後
期
!
春
秋
末
・
戟
園
初
期
に
連
績
す
る
集
圏
墓
で
あ
る
が
、
そ
の
分

布
か
ら
大
き
く
六
匿
に
分
か
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
六
匿
が
、
分
節
し
た
リ

ネ

l
ジ
す
な
わ
ち
一
つ
の
リ
ネ
l
ジ
か
ら
分
家
し
た
六
つ
の
リ
ネ

l
ジ
の
集

圏
墓
で
あ
る
と
考
え
る
。
さ
ら
に
人
円
統
計
亭
の
手
法
を
使
い
な
が
ら
、
各

時
代
の
某
地
教
か
ら
首
時
の
人
口
を
推
定
す
る
も
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
一

部
の
女
性
や
子
供
は
埋
葬
さ
れ
な
い
と
い
う
バ
イ
ア
ス
を
考
慮
し
な
が
ら
の

慎
重
な
議
論
で
あ
る
。
そ
の
結
果
は
、
凶
周
後
期
後
小
か
ら
春
秋
中
期
前
半

ま
で
急
激
に
人
口
増
加
し
な
が
ら
、
紀
元
前
七
世
紀
中
葉
に
は
二
五

O
l
三

五

O
人
に
達
す
る
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
こ
こ
に
子
供
や
従
属
的
な
身
分
の

女
性
、
さ
ら
に
外
部
出
身
者
を
加
え
る
と
そ
の
人
口
は
ほ
ぼ
二
倍
に
考
え
る

こ
と
が
で
き
る
と
す
る
。
欧
米
の
人
類
向
学
的
考
古
撃
で
は
こ
の
人
口
復
原
は

し
ば
し
ば
科
向
学
的
に
な
さ
れ
て
い
る
が
、
本
書
で
も
そ
の
試
み
が
な
さ
れ
て

い
る
。
こ
う
し
た
試
み
は
、
歴
史
時
代
の
中
国
考
古
皐
で
は
こ
れ
ま
で
初
め

て
で
あ
る
よ
う
に
思
え
る
。
何
故
な
ら
文
献
史
料
に
よ
る
人
口
推
定
が
一
般

的
で
あ
る
こ
の
時
代
に
お
い
て
、
そ
れ
が
史
料
批
判
を
含
め
て
如
何
に
心
も

た
な
い
も
の
で
あ
る
か
を
著
者
は
知
っ
て
お
り
、
文
献
偏
重
主
義
の
中
園
考

古
事
者
へ
の
賓
践
的
な
批
判
で
も
あ
る
。
そ
し
て
人
口
増
加
は
、
擬
制
的
な

血
縁
関
係
を
含
め
て
外
部
出
身
者
の
編
入
な
ど
分
節
し
た
リ
ネ
l
ジ
聞
の
格

差
を
生
む
も
の
で
も
あ
っ
た
。
た
だ
こ
う
し
た
愛
化
は
、
よ
り
細
か
な
葬
送

分
析
に
よ
り
、
六
つ
の
リ
ネ

1
ジ
の
時
期
ご
と
の
墓
地
の
掻
大
化
と
そ
の
階

層
構
造
の
同
町
長
化
を
護
み
取
る
こ
と
に
よ
り
具
樫
化
す
る
も
の
と
思
わ
れ
、
許

者
は
そ
う
し
た
分
析
を
今
後
期
待
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

さ
て
、
本
章
で
は
こ
の
よ
う
な
上
馬
リ
ネ
l
ジ
が
、
副
葬
品
や
墓
葬
構
造

か
ら
見
た
場
合
に
、
貴
族
と
庶
人
と
い
う
階
層
差
が
二
二
・
五
%
釘
八
六
・

五
%
の
割
ム
円
で
あ
る
と
す
る
。
さ
ら
に
他
の
墓
地
群
に
お
け
る
そ
れ
ら
の
割

合
と
の
統
計
比
較
か
ら
見
れ
ば
、
貴
族
の
割
合
が
比
較
的
低
い
が
、
こ
れ
は

必
ず
し
も
現
賓
を
反
映
し
て
お
ら
ず
、
系
統
的
で
な
い
愛
掘
の
結
果
か
ら
導

き
出
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
定
量
的
な
結
論
を
引
き
出
せ
な
い
も
の
と
す
る
。

そ
の
L
L
で
、
上
馬
リ
ネ

l
ジ
は
天
馬
曲
村
や
上
村
嶺
よ
り
低
い
等
級
を
占

め
て
い
た
リ
ネ
l
ジ
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
そ
れ
が
天
馬
|
曲
村
な

ど
と
同
じ
姫
ク
ラ
ン
に
属
す
る
か
、
あ
る
い
は
非
姫
ク
ラ
ン
で
あ
る
か
に
よ

っ
て
、
解
穫
の
差
違
が
生
ま
れ
る
こ
と
を
も
述
べ
る
。
要
す
る
に
リ
ネ
l
ジ

車
位
で
の
階
層
差
が
葬
送
分
析
で
も
明
確
に
な
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
が
さ
ら

に
ク
ラ
ン
と
い
う
枇
曾
的
な
親
族
グ
ル
ー
プ
に
よ
っ
て
よ
り
複
雑
な
構
成
と

な
っ
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
庶
人
よ
り
下
に
等
級
づ

け
ら
れ
る
下
層
階
級
が
存
在
す
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
が
、
先
秦
時
代
に

お
い
て
は
、
む
し
ろ
こ
れ
ら
が
考
古
撃
的
に
も
文
献
史
撃
的
に
も
人
口
復
原

を
合
め
て
具
健
化
で
き
な
い
こ
と
に
問
題
が
あ
る
。
直
接
生
産
者
で
あ
る
彼

ら
こ
そ
枇
舎
そ
の
も
の
を
語
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
り
、
評
者
を
含
め
、

我
々
が
紐
解
い
て
い
る
材
料
が
如
何
に
壮
舎
の
一
表
層
で
あ
る
か
を
改
め
て

自
覚
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

第
四
章
で
は
、
こ
れ
ま
で
論
ぜ
ら
れ
た
リ
ネ
l
ジ
の
上
部
構
造
で
あ
る
ク

ラ
ン
す
な
わ
ち
姓
を
考
古
向
学
的
に
如
何
に
捉
え
る
か
に
あ
る
。
洛
陽
や
曲
阜

の
周
代
の
墓
制
を
中
心
に
中
園
考
古
事
で
は
、
段
系
と
周
系
と
い
う
ク
ラ
ン

聞
の
封
立
的
な
捉
え
方
が
よ
く
な
さ
れ
る
が
、
結
論
的
に
は
考
古
向
学
的
に
そ
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れ
を
捉
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
段
系
の
恨
擦
の
一
つ

で
あ
る
腰
坑
に
つ
い
て
も
、
ク
ラ
ン
と
の
間
接
的
な
関
係
を
示
す
も
の
に
し

か
過
ぎ
ず
、
さ
ら
に
土
器
の
類
型
も
ク
ラ
ン
を
示
す
も
の
で
は
な
く
陶
工
の

系
統
を
不
す
も
の
で
し
か
な
い
と
す
る
。
こ
れ
も
中
園
考
占
息
子
の
文
献
偏
重

主
義
へ
の
具
健
的
な
批
判
と
い
え
よ
う
。
た
だ
し
、
先
周
期
に
お
け
る
土
器

型
式
の
分
布
差
が
姫
や
美
と
い
っ
た
ク
ラ
ン
を
一
不
す
も
の
で
あ
る
と
す
る
な

ら
ば
、
克
段
以
降
の
周
が
次
第
に
統
一
性
を
高
め
、
ク
ラ
ン
聞
の
関
係
性
が

愛
化
し
た
こ
と
を
述
べ
る
。

第
五
章
は
、
ク
ラ
ン
の
さ
ら
に
し
上
部
構
造
で
あ
る
民
族
差
を
考
士
門
的
学
的
に

検
討
す
る
。
い
わ
ば
非
周
枇
舎
の
存
在
が
考
占
的
学
的
に
ど
の
よ
う
に
し
て
捉

え
ら
れ
る
か
に
あ
る
。
西
周
の
険
西
長
安
張
家
坂
な
ど
に
存
在
す
る
洞
室
墓

や
山
西
曲
村
三
匡
一
一
一
一
一
競
墓
の
青
銅
製
三
足
一
塗
・
隻
耳
縫
は
、
民
族
的
差

遣
を
象
徴
的
に
示
す
も
の
で
あ
る
が
、
ク
ラ
ン
聞
の
関
係
の
よ
う
に
明
確
に

匿
分
で
き
な
い
。
一
方
、
民
族
差
を
示
す
も
の
と
し
て
、
東
周
の
険
西
賓
鶏

市
盆
門
村
二
披
墓
の
騎
馬
民
族
系
墓
葬
が
あ
る
と
す
る
。
社
合
的
な
差
遣
の

激
化
か
ら
、
「
異
民
族
」
は
周
内
部
で
明
確
に
匡
分
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、

西
周
中
期
以
降
、
民
族
差
で
あ
る
周
と
の
匡
別
が
、
周
内
部
の
ク
ラ
ン
聞
の

差
違
よ
り
は
っ
き
り
と
可
説
的
に
匝
別
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
と
い
う
シ
ナ
リ

オ
を
描
く
。
同
じ
時
期
、
長
城
地
帯
以
北
の
北
方
青
銅
器
氏
た
ち
は
、
遊
牧

と
い
う
新
し
い
生
活
様
式
と
政
治
組
織
の
進
化
を
迎
え
る
時
期
で
も
あ
る
。

第
六

f

草
は
、
周
と
非
周
の
差
違
化
と
と
も
に
、
典
型
的
周
の
周
透
地
域
へ

の
横
大
過
程
を
、
中
山
王
園
、
長
江
流
域
な
ど
の
個
別
事
例
に
よ
っ
て
説
明

し
、
周
の
リ
ネ
l
ジ
組
織
原
理
へ
の
編
入
過
程
と
し
て
模
索
す
る
。
そ
こ
で

は
南
方
に
お
け
る
農
耕
一
吐
舎
を
背
景
と
し
た
漸
移
的
な
文
化
愛
容
が
見
ら
れ

る
。
一
方
で
、
遊
牧
・
牧
畜
枇
舎
の
長
城
地
帯
以
北
で
は
非
周
と
し
て
の
差

達
化
が
明
確
と
な
る
。
こ
れ
は
、
農
耕
原
理
の
同
式
リ
ネ
l
ジ
組
織
を
受
け

入
れ
な
い
も
の
で
あ
り
、
周
の
領
域
化
を
受
け
な
い
地
域
で
あ
る
。

第
七
土
早
か
ら
は
東
刷
代
の
間
変
化
を
論
ず
る
が
、
そ
の
中
で
も
こ
こ
で
は
宗

教
的
背
景
を
概
観
す
る
。
ま
ず
、
儀
曜
の
焦
蛤
が
、
こ
れ
ま
で
租
霊
で
あ
っ

た
も
の
か
ら
、
東
周
代
に
は
生
者
の
儀
櫨
共
同
健
へ
移
っ
た
こ
と
を
、
青
銅

葬
器
の
銘
文
内
容
か
ら
述
べ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
死
者
の
霊
魂
と
の
交
流
は

最
早
優
先
事
項
で
は
な
く
な
り
、
嘘
器
の
用
途
も
形
式
的
な
も
の
に
韓
化
し

て
い
る
。
そ
し
て
戟
凶
初
期
(
紀
元
前
五
世
紀
中
頃
)
ま
で
に
は
岨
先
に
封

す
る
宗
廟
祭
杷
が
墓
の
副
葬
品
か
ら
切
り
離
さ
れ
、
墓
は
人
間
の
存
在
す
る

宇
宙
の
様
相
を
表
現
す
る
よ
う
に
な
り
、
世
界
の
ミ
ニ
チ
ュ
ア
モ
デ
ル
に
な

る
と
主
張
す
る
。
具
躍
的
に
は
墓
の
副
葬
品
に
使
わ
れ
て
い
た
青
銅
櫨
器
に

愛
わ
っ
て
陶
製
の
模
造
口
m
で
代
用
す
る
明
器
が
、
紀
元
前
回

O
O年
頃
ま
で

に
は
周
文
化
圏
で
一
般
化
し
、
墓
の
中
に
全
宇
宙
を
象
徴
的
に
複
製
す
る
こ

と
を
符
易
に
し
た
と
す
る
。
ま
た
、
戦
園
前
期
の
湖
北
随
州
曾
侯
乙
某
の
榔

室
構
造
を
根
擦
に
、
墓
が
地
下
の
家
あ
る
い
は
宮
殿
で
あ
る
こ
と
を
物
語
っ

て
い
る
と
す
る
。
そ
し
て
墓
は
死
者
の
霊
が
楽
し
む
家
か
、
そ
こ
へ
族
す
る

と
い
う
来
世
の
イ
メ
ー
ジ
に
近
づ
く
。
紀
元
前
三
世
紀
の

H
粛
省
天
水
放
馬

灘
一
一
抗
戦
闘
秦
幕
出
土
の
白
書
・
地
園
・
計
量
装
置
も
、
来
世
に
お
い
て
う

ま
く
放
す
る
た
め
の
手
段
を
幕
主
の
魂
に
提
供
し
た
と
解
轄
す
る
。
ま
た
こ

の
時
期
の
宇
宙
的
関
係
へ
の
関
心
は
、
曾
侯
乙
墓
の
外
棺
や
衣
箱
の
文
様
と

中
山
王
墓
地
の
棋
盤
に
見
い
だ
さ
れ
る
と
説
く
。

第
八
章
は
束
胤
墓
の
分
析
か
ら
、
「
春
秋
中
期
儀
雄
再
編
」
の
賓
態
を
示

す
も
の
で
あ
る
。
河
南
省
漸
川
下
寺
春
秋
楚
墓
か
ら
は
、
西
国
後
期
の
種
制

改
革
で
標
準
化
さ
れ
た
階
層
別
の
組
成
を
遵
守
し
た
「
特
別
の
器
群
」
と
楚

に
お
い
て
特
有
の
檀
器
の
組
み
合
わ
せ
と
判
断
さ
れ
る
「
通
常
の
器
群
」
が
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存
在
す
る
こ
と
が
一
不
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
の
二
群
は
楚
以
外
に
も
慶
く
周
文
化

圏
に
も
認
め
ら
れ
、
「
特
別
の
器
群
」
が
西
周
後
期
組
制
基
準
を
お
お
む
ね

遵
守
す
る
の
に
封
し
、
「
通
常
の
器
群
」
は
よ
り
地
方
的
な
様
式
と
器
形
の

特
異
性
を
示
す
。
こ
の
問
、
性
差
も
西
周
期
に
比
べ
よ
り
掻
大
し
、
女
性
の

地
位
の
低
下
が
著
し
い
。
こ
う
し
た
一
連
の
愛
化
は
、
河
南
省
新
鄭
の
祭
記

坑
に
も
不
さ
れ
る
よ
う
に
、
租
先
祭
記
の
枇
合
的
な
重
要
性
の
減
少
と
い
う

事
賓
と
関
連
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
「
春
秋
中
期
儀
雄
再
編
」
が
新
興
の

諸
リ
ネ
l
ジ
の
蓋
頭
の
中
に
、
全
貴
族
階
層
の
儀
櫨
慣
行
と
特
権
を
再
定
義

す
る
こ
と
に
よ
り
、
少
な
く
と
も
し
上
級
貴
族
の
正
統
性
を
持
ち
績
け
る
こ
と

が
で
き
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
状
況
の
唯
一
例
外
が
秦
で
あ
り
、
西
周
後

期
礎
制
改
革
で
普
及
し
た
器
種
が
保
守
的
に
存
績
し
、
戦
圏
中
期
の
商
鞍
愛

法
で
奮
来
の
リ
ネ
l
ジ
制
度
が
一
掃
さ
れ
る
ま
で
存
績
す
る
。
こ
れ
に
封
す

る
解
穆
は
、
秦
で
は
君
主
の
地
位
が
他
の
六
図
よ
り
強
く
、
他
地
域
で
は
卿

ク
ラ
ス
の
リ
ネ

1
ジ
が
そ
の
地
位
を
正
統
化
す
る
た
め
に
新
し
い
儀
曜
の
制

定
を
促
進
し
た
と
す
る
も
の
で
、
興
味
深
い
。

東
周
の
楚
墓
は
約
一
高
基
が
愛
掘
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
膨
大
な
教
の
楚
墓

の
葬
迭
分
析
を
中
心
に
第
九
章
が
始
ま
る
。
そ
の
分
析
結
果
は
、
春
秋
時
代

に
は
櫨
器
が
貴
族
の
宗
数
的
特
権
を
物
質
的
に
表
現
す
る
も
の
で
あ
っ
た
の

に
針
し
、
戟
園
時
代
に
は
そ
の
意
味
を
失
い
、
副
葬
品
の
豪
華
さ
と
い
う
量

的
な
要
素
が
等
級
秩
序
を
示
す
よ
う
に
な
る
。
春
秋
時
代
の
儀
櫨
と
出
白
に

基
づ
く
身
分
標
識
か
ら
、
戦
岡
時
代
に
は
経
済
的
な
豊
か
さ
が
枇
舎
的
な
身

分
差
を
示
す
よ
う
に
縛
換
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
愛
化
が
賓
際
の
身
分
標
識

と
ど
の
よ
う
に
針
摩
し
て
い
る
か
は
、
文
献
史
同
学
的
に
も
考
古
率
的
に
も
検

詮
す
る
こ
と
は
難
し
い
が
、
貴
族
と
庶
人
の
匿
分
が
以
前
以
上
に
不
明
瞭
に

な
っ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
り
、
身
分
標
識
化
さ
れ
た
植
器
群
の
使
用
と
い
う

儀
耀
上
の
特
権
が
、
世
曾
階
層
の
下
方
身
分
に
も
普
及
し
た
こ
と
が
物
語
ら

れ
る
。
こ
う
し
た
状
況
は
第
七
章
で
論
ぜ
ら
れ
た
租
先
祭
記
の
縮
小
と
と
も

に
、
来
世
を
含
め
た
宗
数
的
信
僚
の
同
町
長
化
と
呼
廃
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
動

向
は
、
儒
家
が
個
人
的
な
徳
を
儀
植
に
お
け
る
外
向
き
の
誠
賓
さ
に
振
り
向

け
る
よ
う
強
調
し
た
よ
う
に
、
リ
ネ
l
ジ
に
よ
る
階
層
差
で
は
な
く
、
儀
雄

慣
行
に
従
う
人
々
す
べ
て
に
聞
か
れ
た
も
の
と
到
廃
し
て
い
る
と
す
る
。

終
章
は
、
本
書
の
ま
と
め
と
展
望
を
簡
潔
に
遮
べ
て
い
る
。
本
書
の
根
幹

的
な
主
張
に
「
西
周
後
期
稽
制
改
革
」
と
「
春
秋
中
期
儀
櫨
再
編
」
が
あ
る
。

孔
子
ら
儒
家
が
理
想
と
し
た
周
の
正
統
的
な
儀
雄
制
度
と
は
、
周
王
朝
の
初

頭
の
も
の
で
は
な
く
、
紀
元
前
八
五

O
年
頃
の
西
周
後
期
種
制
改
革
に
あ
る

と
論
ず
る
。
そ
れ
は
貴
族
リ
ネ
l
ジ
に
限
定
さ
れ
た
儀
櫨
制
度
で
あ
り
、
周

王
リ
ネ
l
ジ
を
頂
馴
と
す
る
祉
曾
樫
制
を
維
持
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
っ
た
。

こ
の
周
の
櫨
制
は
次
第
に
擦
大
し
、
水
平
的
な
領
域
と
と
も
に
、
垂
直
的
な

方
向
へ
の
下
部
の
枇
曾
階
層
を
取
り
込
む
こ
と
と
な
る
。
こ
う
し
た
中
で
の

社
合
的
な
採
ら
ぎ
を
是
正
す
る
意
味
で
「
春
秋
中
期
儀
櫨
再
編
」
が
な
さ
れ

る
が
、
戦
闘
時
代
に
は
貴
族
と
庶
人
の
差
達
が
基
本
的
に
暖
昧
に
な
っ
て
い

く
。
そ
れ
と
と
も
に
胤
と
非
周
祉
舎
と
の
差
遣
感
が
強
調
さ
れ
る
傾
向
に
あ

る
。
こ
の
よ
う
な
一
連
の
饗
化
は
、
人
口
の
増
加
が
枇
曾
階
層
の
低
い
部
分

を
中
心
に
震
が
る
こ
と
と
相
関
し
て
い
る
と
す
る
。
農
民
も
西
周
か
ら
春
秋

時
代
に
は
リ
、
不
l
ジ
を
中
心
に
編
成
さ
れ
る
が
、
戦
園
時
代
に
は
官
僚
制
度

の
中
に
編
入
さ
れ
る
。
軍
隊
も
基
本
的
同
じ
傾
向
を
示
し
、
軍
事
車
位
は
リ

ネ
l
ジ
に
属
し
て
い
た
も
の
か
ら
、
戦
園
時
代
以
降
、
集
圏
的
軍
事
髄
制
へ

編
入
さ
れ
る
。
商
人
や
職
人
も
、
こ
う
し
た
制
度
的
な
愛
遷
の
中
に
、
貴
族

リ
ネ
l
ジ
に
従
属
し
て
い
た
叶
能
性
か
ら
、
春
秋
後
期
以
降
の
尚
業
活
動
の

勃
興
に
よ
り
担
倒
立
し
て
行
き
、
職
業
的
リ
ネ
l
ジ
を
形
成
し
て
い
っ
た
と
主
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張
す
る
。

本
書
は
、
ジ
エ
ン
ダ
l
、
リ
ネ
l
ジ
、
ク
ラ
ン
、
エ
ス
ニ
シ
テ
ィ
、
階
層

構
造
と
い
っ
た
枇
舎
を
構
成
す
る
様
々
な
レ
ベ
ル
で
の
社
合
匝
分
を
、
徹
底

し
て
考
古
準
的
に
分
析
す
る
こ
と
に
よ
り
、
周
代
の
利
舎
を
科
向
学
的
に
か
っ

具
健
的
に
描
き
出
す
こ
と
に
成
功
し
て
い
る
。
周
代
の
文
献
史
料
の
不
足
と

と
も
に
そ
の
編
纂
過
程
で
の
様
々
な
バ
イ
ア
ス
か
ら
見
れ
ば
、
文
献
史
料
の

補
助
率
的
存
在
で
あ
る
中
園
考
古
撃
の
現
状
か
ら
脱
皮
し
、
過
度
の
文
献
崇

拝
を
排
除
し
、
科
撃
と
し
て
の
考
古
撃
が
全
面
的
に
こ
の
時
代
の
歴
史
を
復

原
す
る
立
場
に
あ
る
こ
と
を
、
著
者
は
身
を
以
て
示
し
て
く
れ
て
い
る
。
し

か
も
考
古
皐
と
い
う
皐
問
の
限
界
を
も
充
分
意
識
し
て
禁
欲
的
に
解
轄
を
進

め
て
い
る
。
こ
れ
は
新
考
古
皐
運
動
以
来
の
欧
米
考
古
事
で
護
達
し
て
い
る

枇
命
日
考
古
拳
の
理
論
を
充
分
岨
唱
し
て
、
そ
れ
を
中
園
周
代
と
い
う
研
究
釘

象
に
庭
用
し
た
も
の
で
あ
り
、
考
古
島
ナ
者
の
誰
か
が
す
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
。

著
者
の
フ
ア
ル
ケ
ン
ハ
ウ
ゼ
ン
氏
は
、
ア
メ
リ
カ
で
教
鞭
に
立
つ
身
で
あ

る
と
と
も
に
、
中
国
四
川
を
中
心
に
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
に
携
わ
る
考
占
的
学

者
で
あ
り
、
さ
ら
に
は
日
本
で
の
留
墜
経
験
を
持
っ
て
い
る
よ
う
に
、
東
ア

ジ
ア
全
健
の
中
岡
考
古
島
干
・
東
洋
史
的
比
一
干
の
水
準
を
知
り
得
る
研
究
者
で
あ
り
、

氏
を
以
て
し
か
こ
の
よ
う
な
線
合
的
な
書
は
生
ま
れ
な
か
っ
た
か
も
し
れ
な

い
。
各
章
に
設
け
ら
れ
た
細
か
な
注
や
参
考
文
献
は
、
中
国
で
の
研
究
状
況

の
み
な
ら
ず
、
欧
米
で
の
研
究
成
果
さ
ら
に
は
円
本
で
の
研
究
状
況
を
知
る

こ
と
が
で
き
る
便
利
な
書
物
で
も
あ
る
。
本
書
は
日
本
語
と
英
語
で
出
版
さ

れ
て
い
る
が
、
そ
の
黙
で
も
、
中
園
語
で
の
出
版
が
な
さ
れ
、
ぜ
ひ
中
園
人

考
古
亭
者
へ
の
向
学
問
的
な
刺
激
と
な
っ
て
く
れ
る
こ
と
を
評
者
は
願
っ
て
い

る。
そ
の
上
で
あ
え
て
本
書
の
内
容
に
お
い
て
希
望
す
る
貼
を
奉
げ
た
い
。
そ

れ
は
、
本
書
の
大
き
な
骨
格
で
あ
る
「
西
周
後
期
礎
制
改
革
」
と
「
春
秋
中

期
儀
檀
再
編
」
の
賓
樫
を
よ
り
詳
細
に
一
一
小
し
て
い
た
だ
き
た
い
黙
に
あ
る
。

す
な
わ
ち
儀
曜
の
賓
躍
で
あ
る
。
西
周
の
儀
植
に
闘
し
て
は
青
銅
器
銘
文
か

ら
の
復
原
研
究
(
小
南
二

O
O
六
)
に
も
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
加
盟
儀
植
が

次
第
に
儀
式
化
し
て
い
く
賓
健
が
知
ら
れ
て
い
る
。
そ
う
し
た
儀
櫨
化
の
賓

樫
と
西
岡
貴
族
ク
ラ
ン
と
周
王
ク
ラ
ン
と
の
階
層
闘
係
を
含
め
た
「
西
周
後

期
櫨
制
改
革
」
の
賓
態
を
知
り
た
い
と
こ
ろ
で
あ
る
し
、
西
岡
前
半
期
の
耐

合
構
造
と
の
嬰
化
が
ど
こ
に
あ
る
の
か
そ
の
且
ハ
懐
像
を
知
り
た
い
。
ま
た
、

「
春
秋
中
期
儀
躍
再
編
」
も
、
こ
れ
ま
で
こ
の
時
期
の
青
銅
器
様
式
の
愛
化

か
ら
別
の
捉
え
方
(
江
村
二

0
0
0
)
が
な
さ
れ
て
い
た
段
階
で
も
あ
り
、

西
周
の
復
古
的
な
青
銅
葬
器
が
生
み
出
さ
れ
る
こ
と
も
古
く
に
林
巳
奈
夫
氏

に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
(
林
一
九
八

O
)
o
評
者
は
、

「
西
周
後
期
趨
制
改
革
」
が
周
王
リ
ネ
l
ジ
を
頂
黙
と
す
る
祉
曾
構
造
の
揺

ら
ぎ
に
到
す
る
枇
舎
的
制
御
、
「
春
秋
中
期
儀
櫨
再
編
」
が
貴
族
リ
ネ
I
ジ

を
中
心
と
す
る
階
層
構
造
の
揺
ら
ぎ
に
封
す
る
祉
曾
的
な
制
御
で
あ
る
と
一
認

識
す
る
が
、
そ
の
儀
雄
行
潟
に
お
け
る
兵
健
的
な
愛
化
を
知
り
た
い
と
こ
ろ

で
あ
る
。
儀
式
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
が
そ
の
祉
舎
の
賓
態
を
不
す
と
考
え
る
か
ら

で
あ
る
。
著
者
も
最
後
に
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
こ
の
よ
う
な
具
髄
的
な

枇
曾
像
の
限
界
は
、
集
落
遺
跡
や
都
市
遺
跡
の
昔
、
健
が
不
明
で
あ
る
と
こ
ろ

に
問
題
が
あ
り
、
今
後
の
こ
の
方
面
で
の
総
合
的
な
剥
査
が
あ
た
え
ら
れ
る

こ
と
を
期
待
し
、
さ
ら
に
は
信
頼
す
べ
き
人
円
復
原
や
消
費
財
の
具
髄
的
な

内
容
が
明
ら
か
に
な
る
こ
と
を
期
待
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
し
て
ま
た
、

庶
人
よ
り
下
位
に
位
置
付
け
ら
れ
る
直
接
生
産
者
と
階
層
上
位
者
と
の
関
係

性
、
さ
ら
に
そ
の
下
層
階
級
の
枇
舎
や
生
活
の
賓
態
を
明
ら
か
に
さ
れ
ね
ば

な
ら
な
い
。
す
で
に
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
現
在
の
考
古
撃
的
事
賓
は
一
吐
曾
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の
階
層
上
位
者
の
賓
態
を
示
す
も
の
に
し
か
過
ぎ
な
い
。
そ
れ
ら
の
階
層
上

位
者
を
支
え
て
い
た
直
接
生
産
者
で
あ
る
下
層
階
級
の
社
合
構
造
を
含
め
た

刷
代
の
枇
舎
構
造
を
検
討
す
る
こ
と
に
よ
り
、
初
め
て
周
代
の
正
骨
固
な
枇
舎

を
復
原
し
た
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
最
後
に
願
わ
く
ば
、
周
代
を
「
園

家
段
階
の
社
合
同
」
と
す
る
著
者
の
目
か
ら
、
中
園
史
上
の
そ
の
特
徴
と
、
さ

ら
に
は
人
類
史
上
の
周
代
の
特
殊
性
と
普
遍
性
が
将
来
語
ら
れ
ん
こ
と
を
、

評
者
は
期
待
す
る
も
の
で
あ
る
。

な
お
、
巻
末
に
は
誇
者
の
吉
本
道
雅
氏
に
よ
っ
て
、
日
本
に
お
け
る
周
代

研
究
の
研
究
史
が
三
世
代
に
分
け
て
簡
潔
に
説
明
さ
れ
、
そ
の
上
で
本
書
の

意
義
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
西
周
期
の
絶
釘
年
代
に
閲
す
る
著
者
の

意
見
と
の
遣
い
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
が
、
史
記
年
表
に
み
ら
れ
る
紀
元
前
八

四
一
年
以
前
は
、
確
(
貫
な
絶
封
年
代
の
決
定
法
が
い
ま
だ
確
立
さ
れ
て
い
な

い
段
階
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
西
周
期
の
絶
針
年
代
は
、
現
在
円
本
考
古
学
界

で
も
論
争
中
に
あ
る
稲
川
生
時
代
の
開
始
年
代
の
問
題
と
も
直
結
し
て
い
る
。

我
々
考
古
向
学
者
は
今
し
ば
ら
く
相
封
年
代
に
重
き
を
置
か
ざ
る
を
得
な
い
立

場
に
あ
る
。

最
後
に
、
翻
誇
に
あ
た
ら
れ
た
吉
本
這
雅
氏
ら
の
ご
努
力
を
慰
労
し
、
日

本
語
版
の
出
版
を
心
か
ら
喜
び
た
い
。
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