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第
一
次
世
界
大
載
以
前
に
、
「
行
刑
學
入
門
」
（
一
九
二
二
年
）
を
出
し
た
へ

紹
介
と
批
評

ル
マ
ソ
・
ク
リ
ー
ク
ス
マ
ソ
が
、
呪
わ
し
い
戦
雫
の
犠
牲
と
な
つ
て
か
ら
は
、

こ
の
方
面
の
分
野
に
は
、
鹸
り
目
立
つ
た
著
作
は
現
わ
れ
な
か
つ
た
。
も
つ
と

も
完
全
に
沈
獣
を
守
つ
て
い
た
わ
け
で
は
な
く
、
大
審
院
長
官
E
・
ブ
ム
ケ
の

手
に
な
る
「
ド
イ
ッ
行
刑
制
度
教
科
書
」
が
、
一
九
二
八
年
に
出
て
い
る
。
そ
の

後
は
、
軍
行
論
丈
の
形
で
各
方
面
に
す
ぐ
れ
た
螢
作
が
生
ま
れ
て
い
る
け
れ
ど

も
、
と
も
か
く
も
髄
系
書
と
い
う
形
で
は
め
ぼ
し
い
も
の
は
見
嘗
ら
な
か
つ

た
。
此
の
意
味
に
於
て
、
こ
こ
に
新
た
に
ミ
ヅ
テ
ル
マ
イ
エ
ル
の
新
著
を
手
に

す
る
こ
と
の
出
來
た
こ
と
は
幸
で
あ
つ
た
。

　
著
者
は
現
に
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ク
大
學
に
於
て
刑
法
、
刑
事
訴
訟
法
、
刑
事
學

を
講
じ
て
お
ら
れ
、
そ
の
作
品
は
「
全
刑
法
雑
誌
」
等
の
中
に
し
ば
し
ば
現
わ

れ
て
い
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
そ
の
存
在
が
我
々
に
知
ら
れ
て
い
る
老
大
家
で
あ

る
。　

行
刑
學
と
い
う
も
の
を
と
り
立
て
て
論
じ
る
こ
と
は
、
彼
と
共
に
言
う
な
ら

ぽ
「
今
日
若
い
法
律
家
が
、
軍
に
法
典
や
刑
法
學
の
講
義
か
ら
得
る
貧
弱
な
知

識
だ
け
で
す
ま
さ
な
い
爲
に
は
行
刑
制
度
と
い
う
も
の
の
大
要
を
是
非
と
も
學

ば
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
か
ら
で
あ
る
（
序
文
）
。

　
刑
罰
の
内
容
に
っ
い
て
の
幾
分
か
詳
細
な
知
識
な
く
し
て
は
如
何
な
る
法
律

家
も
有
敷
に
刑
法
上
の
活
動
を
な
し
得
な
い
。
　
「
行
刑
制
度
に
關
す
る
必
要
な

知
識
を
敢
て
傳
え
、
以
つ
て
實
り
多
い
刑
事
司
法
に
奉
仕
す
る
」
こ
と
が
本
書

を
公
刊
し
た
著
者
の
心
意
で
あ
る
。
　
「
司
法
官
試
補
が
行
刑
制
度
に
一
轡
を
與

え
る
と
い
う
喜
ば
し
い
努
力
を
助
け
、
同
時
に
す
べ
て
の
丈
化
國
の
行
刑
制
度

に
於
て
今
日
考
察
さ
れ
て
い
る
す
べ
て
の
根
本
的
な
諸
攣
更
を
指
示
す
る
こ

と
」
に
も
著
者
は
心
掛
け
て
い
る
。
本
書
は
「
ま
ず
第
一
に
學
生
に
捧
げ
ら
れ

る
が
、
法
律
實
務
家
、
行
刑
官
に
も
す
べ
て
同
様
に
贋
値
あ
る
も
の
を
提
供
す

五
九

（
五
八
一
）

ヴ
ォ
ル
フ
ガ
ン
グ
・
ミ
ッ
テ
ル
マ
イ
エ
ル
著

　
『
行
　
刑
　
學
』



紹
介
と
批
詐

る
」
と
あ
る
よ
う
に
、
理
論
的
な
面
は
も
と
よ
り
、
實
務
上
有
用
な
多
く
の
融

が
列
學
さ
れ
て
い
る
。

　
「
す
べ
て
の
刑
罰
は
執
行
と
い
う
こ
と
に
於
て
、
印
ち
現
實
に
實
現
さ
れ
る
こ

と
に
よ
つ
て
完
全
に
有
敷
と
な
る
。
法
律
の
中
に
現
わ
れ
て
い
る
科
珊
は
原
則

と
」
て
行
爲
を
特
徴
づ
け
る
べ
き
で
あ
り
、
か
つ
特
徴
づ
け
得
る
の
で
あ
り
、

そ
し
て
初
め
て
教
導
し
警
告
し
威
嚇
し
得
る
の
で
あ
る
。
刑
の
判
決
は
犯
さ
れ

た
行
爲
を
、
法
の
中
に
於
て
と
が
め
、
刑
の
宣
告
を
受
け
た
者
に
法
釜
の
損
失

と
し
て
の
一
定
の
法
義
務
を
科
す
る
。
行
刑
に
於
て
國
家
は
こ
の
義
務
を
實
現

す
る
。
刑
罰
は
全
く
多
檬
な
性
格
を
有
す
む
が
、
行
刑
も
叉
そ
の
通
り
で
あ

る
。
だ
が
行
刑
は
す
べ
て
の
刑
罰
に
と
つ
て
法
的
膿
系
的
に
は
統
一
で
あ
る
」
。

　
「
行
刑
は
死
刑
に
於
て
は
輩
純
で
あ
り
、
罰
金
刑
に
於
て
は
同
様
簡
箪
に
規

定
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
自
由
刑
に
あ
つ
て
は
非
常
に
複
雑
で
あ
る
。
何
故
な

ら
そ
れ
は
、
受
刑
者
の
全
生
活
を
と
ら
え
る
か
ら
で
あ
る
。
從
つ
て
そ
れ
は
執

行
の
最
も
重
大
か
つ
意
昧
の
あ
る
面
で
あ
り
、
特
別
に
考
察
さ
れ
る
の
で
あ

る
」
。
　
本
書
に
於
て
は
從
つ
て
そ
の
大
牛
が
自
由
刑
に
割
か
れ
て
い
る
が
、
も

と
よ
り
保
安
拘
置
や
少
年
の
特
別
庭
遇
に
つ
い
て
も
か
な
り
の
紙
籔
が
當
て
ら

れ
て
い
る
p

　
刑
罰
を
彼
は
如
何
に
考
え
て
い
る
か
と
い
う
と
「
我
々
の
丈
化
の
裏
面
に
驕

し
、
そ
れ
の
必
然
的
な
附
随
現
象
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
丈
化
が
饗
る
と
同

時
に
刑
罰
も
攣
る
。
我
々
の
今
日
の
刑
罰
は
全
く
根
本
的
な
黙
に
於
て
の
み
過

去
の
刑
罰
乏
並
存
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
が
、
審
際
に
は
そ
れ
は
全
く
新
し
い
も

の
で
あ
る
。
丈
明
世
界
に
あ
つ
て
は
す
べ
て
の
刑
罰
に
彊
い
攣
化
が
あ
る
。
自
由

刑
に
つ
い
て
も
古
い
懸
報
と
い
う
害
悪
か
ら
、
受
刑
者
の
法
に
か
な
つ
た
生
活

へ
の
圓
謁
を
目
的
と
し
た
庭
遇
へ
と
攣
化
し
て
い
る
の
で
あ
る
」
（
前
言
図
国
）
。

六
〇

（
五
八
二
）

「
行
刑
は
、
黙
報
と
い
う
害
悪
の
み
を
張
調
し
從
つ
て
受
刑
者
の
意
思
を
抑
墜

す
る
行
刑
か
ら
、
出
來
る
限
り
、
悪
行
を
爲
し
た
者
を
立
ち
直
ら
せ
、
そ
の
善

良
な
市
民
性
を
カ
づ
け
、
教
育
し
叉
批
會
化
し
よ
う
と
す
る
行
刑
ー
勿
論
懸

報
の
臼
的
を
考
慮
じ
な
い
謬
で
は
な
い
が
ー
ヘ
と
獲
展
す
る
。
」
し
か
し
新
し

い
制
度
は
古
い
制
度
か
ら
出
叢
す
る
も
の
で
あ
る
以
上
全
く
新
し
い
形
に
な
り

切
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
だ
か
ら
現
實
に
は
著
者
も
指
摘
す
る
よ
う
に
「
満

足
出
來
な
い
、
そ
し
て
克
服
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
叉
克
服
さ
れ
得
る
混
合
形
態

が
生
じ
る
の
で
あ
る
」
　
（
同
頁
）
。

　
「
そ
も
そ
も
懸
報
刑
な
く
し
て
は
我
々
は
や
つ
て
ゆ
け
な
い
」
と
著
者
は
言

う
。
　
「
た
だ
我
々
は
こ
れ
迄
行
わ
れ
て
い
た
も
の
よ
り
も
も
つ
と
彊
力
に
個
別

化
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
す
べ
て
の
受
刑
者
を
庭
別
な
く
同
じ
監
獄
に
入
れ
、

同
じ
手
順
で
取
り
扱
う
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
。
行
刑
は
、
た
と

え
そ
れ
が
最
良
の
も
の
で
あ
つ
て
も
、
人
聞
を
そ
の
蒋
徴
に
於
て
眞
に
墜
え
る

と
い
う
こ
と
を
期
待
し
て
は
な
ら
な
い
。
全
く
長
い
刑
罰
、
事
實
上
は
殆
ん
ど

行
な
わ
れ
な
い
刑
罰
に
あ
つ
て
の
み
原
則
と
し
て
牧
監
者
に
封
す
る
持
綾
的
な

影
響
が
可
能
で
あ
る
。
自
ら
よ
い
素
質
を
持
つ
た
者
の
み
が
改
善
さ
れ
る
。
だ

が
大
て
い
の
人
間
は
何
程
か
〃
既
成
の
も
の
（
暫
β
鐙
霧
9
冨
騎
Φ
買
ガ
で
あ
り
、

そ
し
て
そ
れ
は
そ
の
ま
ま
で
残
る
。
從
つ
て
我
々
は
行
刑
の
厚
結
果
”
に
蝕
り

に
も
高
い
要
求
を
置
い
て
は
な
ら
な
い
。
と
は
書
う
も
の
の
我
々
は
行
刑
の
護

展
に
臨
乎
と
し
て
努
力
し
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
の
で
あ
る
」
（
前
言
図
一
く
頁
）
。

　
「
自
由
刑
及
び
そ
の
他
の
自
由
の
剥
奪
の
執
行
に
關
す
る
考
察
は
猫
自
の
學

問
領
域
と
な
り
、
廣
義
に
於
け
る
刑
法
學
の
一
部
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
れ
は
全

行
政
學
、
哲
學
、
心
理
學
、
署
學
、
殊
に
精
紳
病
學
、
教
育
學
、
社
會
學
の
諸

法
則
と
共
に
法
規
を
も
包
括
す
る
」
（
同
頁
）
。



　
彼
が
本
書
で
論
じ
よ
う
と
す
る
黙
は
三
つ
あ
る
。
國
家
と
牧
監
者
と
の
間
の

行
刑
法
律
關
係
ー
行
政
の
面
ー
そ
し
て
拘
禁
の
精
紳
的
な
影
響
が
こ
れ
で

あ
る
。
著
者
の
言
を
借
り
れ
ば
第
一
と
第
三
の
問
題
が
こ
れ
迄
の
考
察
で
は
簡

軍
に
行
わ
れ
て
來
た
。
私
の
紹
介
も
主
と
し
て
こ
の
勲
に
つ
い
て
み
て
行
き
た

い
と
考
え
る
。
し
か
し
本
書
は
あ
く
ま
で
も
瞠
系
書
で
あ
る
。
從
つ
て
個
々
の

問
題
は
よ
り
詳
細
に
個
別
的
に
論
じ
ら
れ
ね
ば
な
る
ま
い
。
L
か
し
と
も
か
く

本
書
は
實
に
多
く
の
問
題
を
包
含
し
て
い
る
。
こ
の
黙
か
ら
言
つ
て
も
本
書
の

存
在
の
意
義
は
極
め
て
大
で
あ
る
。
以
下
順
次
眺
め
て
ゆ
き
た
い
。

二

　
第
一
章
。
こ
こ
で
は
行
珊
學
の
概
念
、
監
獄
の
概
念
等
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
。

　
第
二
章
は
自
由
刑
の
本
質
、
内
容
、
目
的
。
こ
こ
で
は
監
獄
を
定
義
し
て
次

の
如
く
言
つ
て
い
る
。
「
入
間
を
そ
の
行
動
の
自
由
、
從
つ
て
行
爲
の
自
由
に
於

い
て
制
限
し
そ
れ
を
拘
置
す
る
こ
と
に
仕
え
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
拘
置
の
目

的
は
多
嫌
で
あ
る
」
と
。
亥
い
で
捜
査
段
階
の
拘
留
者
、
保
安
拘
置
者
、
訴
訟

法
上
の
秩
序
罰
を
受
け
た
者
、
通
常
の
受
刑
者
等
に
つ
き
論
及
が
な
さ
れ
て
い

る
。
こ
の
章
で
の
重
要
な
襲
言
は
第
二
籔
に
あ
る
。
行
刑
の
目
的
に
つ
い
て
彼

は
言
う
。

　
「
昔
の
刑
法
思
想
が
そ
も
そ
も
正
當
で
あ
る
か
ど
う
か
、
そ
の
十
敬
世
紀
に

わ
た
る
古
い
生
命
に
も
拘
ら
ず
純
粋
に
感
構
的
な
“
懸
報
”
の
完
全
な
不
明
瞭

さ
と
い
う
も
の
が
よ
り
正
し
く
克
服
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ど
う
か
と
い

う
こ
と
は
別
の
問
題
で
あ
る
。
と
も
あ
れ
長
い
輕
験
か
ら
、
正
し
い
悟
性
は
我

々
に
覇
し
て
、
純
梓
に
感
情
的
な
害
悪
と
し
て
の
懸
報
は
非
常
に
敷
果
が
な

く
、
そ
れ
は
洗
錬
さ
れ
た
丈
化
に
は
も
は
や
印
懸
し
な
い
と
い
う
こ
と
を
撤
え

紹
介
と
批
欝

る
の
で
あ
る
。
從
つ
て
實
務
に
於
け
る
幡
性
的
な
顧
慮
は
次
第
に
監
獄
の
純
粋

な
刑
罰
悪
を
克
服
し
よ
う
と
試
み
た
。
し
か
し
鷹
報
の
基
礎
に
あ
る
も
の
は
残

つ
て
い
る
。
邸
ち
侵
害
者
に
封
す
る
餐
め
立
て
と
、
國
家
の
権
力
の
確
謹
と
が

こ
れ
で
あ
る
。
國
家
は
今
日
の
行
刑
に
於
て
、
不
法
な
行
爲
を
是
認
し
な
い
こ

と
、
必
要
な
場
合
に
は
そ
の
秩
序
を
強
制
的
に
貫
徹
し
、
行
爲
者
を
適
法
な
生

活
へ
教
育
す
る
こ
と
を
試
み
よ
う
と
す
る
こ
と
を
示
す
。
從
つ
て
行
刑
に
は
常

に
或
る
程
度
の
冷
酷
さ
と
嚴
格
さ
が
結
び
つ
い
て
い
る
。
こ
の
自
由
刑
の
叢
展

ー
純
粋
な
懸
報
害
悪
か
ら
悟
性
に
從
つ
た
人
聞
の
庭
遇
、
そ
し
て
感
情
を
も

満
足
せ
し
め
る
人
間
の
塵
遇
は
一
般
の
文
化
の
叢
展
と
世
界
麟
に
於
て
基
礎
づ

け
ら
れ
て
い
る
。
す
べ
て
の
丈
化
的
な
世
界
の
行
刑
制
度
に
あ
つ
て
は
今
日
敏

育
刑
の
執
行
が
愛
堂
し
て
い
る
。
イ
ギ
リ
ス
で
は
今
日
畦
普
β
言
磯
と
呼
ん
で

い
る
の
で
あ
る
」
（
三
・
四
頁
）
。

　
次
い
で
荊
法
理
論
で
言
わ
れ
て
い
る
渕
罰
の
目
的
に
言
及
し
「
我
が
刑
法
理

論
に
於
て
は
未
だ
に
基
本
的
な
も
の
と
し
て
行
爲
の
鷹
報
と
い
う
思
想
が
、
未

だ
か
つ
て
懸
報
の
意
義
と
意
昧
さ
え
明
ら
か
に
せ
ら
れ
る
こ
と
な
し
に
刑
罰
に

要
求
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
“
副
次
的
な
目
的
”
と
し
て
の
み
改
善
と
教
育
が

撃
げ
ら
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
懸
報
ほ
到
決
に
於
て
現
わ
れ
、
他
方
行
刑
は
教

育
若
く
は
保
安
に
つ
く
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
言
わ
れ
て
い
る
。
實
際

的
な
執
行
が
理
論
的
に
で
は
な
く
箪
に
人
間
の
庭
遇
と
い
う
融
に
つ
い
て
の
み

考
え
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
そ
れ
は
常
に
そ
し
て
ど
こ
で
も
判
決
の
鷹
報
思
想

に
よ
つ
て
行
爲
と
い
5
職
で
制
限
さ
れ
て
い
る
。
從
つ
て
教
育
的
行
刑
は
純
粋

な
教
育
と
は
匿
別
さ
れ
る
。
た
と
え
教
育
的
な
影
響
が
な
お
縫
績
し
な
け
れ
ぱ

な
ら
な
く
と
も
珊
罰
は
判
決
の
期
限
の
絡
り
で
以
つ
て
絡
る
。
反
勤
に
受
刑
者

は
す
で
に
完
全
に
杜
會
復
瞬
化
さ
れ
得
て
も
暫
定
的
な
羅
放
が
救
わ
な
け
れ
ば

六
一

（
五
八
三
）



紹
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彼
は
刑
期
の
終
り
を
待
た
ね
ば
な
ら
な
い
。
だ
か
ら
教
育
刑
と
い
う
の
は
不
當

で
あ
つ
て
教
育
的
な
行
刑
と
言
う
の
が
正
し
い
」
（
五
頁
）
。

　
そ
れ
で
は
教
育
的
な
行
刑
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
ど
ん
な
黙
が
顧
慮
さ
る
べ

き
か
と
い
う
に
、
．
一
つ
は
「
多
く
の
、
勿
論
自
由
刑
の
大
多
籔
が
通
常
の
意
味

で
の
教
育
に
は
適
し
な
い
。
殊
に
あ
ま
り
に
も
多
い
と
こ
ろ
の
全
く
短
期
の
刑

罰
は
そ
う
で
あ
る
。
こ
れ
は
懸
報
的
な
警
告
の
み
で
あ
り
得
る
の
で
あ
る
。
亥

に
問
題
に
な
る
の
は
、
す
べ
て
の
實
際
的
に
は
可
能
な
教
育
に
達
し
難
い
人
聞

に
甥
す
る
刑
罰
。
こ
こ
に
あ
つ
て
は
刑
罰
は
保
安
の
み
で
あ
り
得
る
に
す
ぎ
な

い
。
だ
が
我
々
は
右
の
二
つ
の
場
合
に
も
出
來
る
限
り
教
育
的
に
影
響
を
輿
え

よ
う
と
努
め
る
。
特
に
い
わ
ゆ
る
改
善
不
能
者
も
、
こ
れ
を
教
育
す
る
こ
と
の

困
難
な
人
間
と
み
て
差
支
え
な
い
だ
ろ
う
。
我
々
は
こ
の
二
つ
の
場
合
に
つ
い

て
な
お
よ
り
良
い
方
法
を
學
ば
ね
ば
な
ら
な
い
。
教
育
的
な
行
刑
の
原
則
は
し

か
し
“
幾
分
の
勘
酌
を
以
つ
て
”
理
解
さ
る
べ
き
で
あ
る
」
。
「
次
に
更
に
第
二

の
こ
と
が
忘
れ
ら
れ
て
は
な
ら
な
い
。
印
ち
我
々
は
も
は
や
“
刑
罰
は
購
罪
に

奉
仕
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
4
と
い
う
ふ
う
に
範
疇
的
に
規
定
し
な
い
に
し
て

も
、
し
か
も
爾
我
々
は
倫
理
的
感
情
を
持
つ
て
い
る
犯
人
は
彼
の
行
爲
の
故
に

負
わ
ざ
れ
た
墜
力
を
感
じ
、
，
刑
罰
の
苦
痛
を
喜
ん
で
ひ
き
受
け
、
從
つ
て
叉
既

に
こ
の
こ
と
の
中
に
教
育
的
な
モ
メ
ン
ト
が
存
す
る
と
い
う
こ
と
を
看
過
し
よ

う
と
は
し
な
い
。
そ
の
様
な
こ
と
を
認
識
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
り
、
そ
れ
を

促
す
こ
と
は
更
に
困
難
で
あ
る
が
と
も
か
く
そ
れ
は
教
育
的
な
モ
メ
ン
ト
と
し

て
看
遇
す
る
べ
き
で
は
な
い
。
だ
け
れ
ど
も
行
刑
に
封
し
て
第
一
に
受
刑
者
が

そ
の
刑
罰
を
〃
陵
罪
〃
と
感
じ
る
努
力
を
要
求
す
る
こ
と
は
正
し
く
な
い
。
非

常
に
少
い
牧
監
者
し
か
そ
の
よ
う
な
理
想
的
な
見
解
に
至
り
得
な
い
」
（
五
・

六
頁
）
。

六
二

（
五
八
四
）

　
そ
の
他
根
本
的
な
問
題
と
し
て
あ
げ
て
い
る
も
の
は
、
　
「
監
獄
の
牧
監
者
が

特
に
感
じ
易
い
と
見
ら
れ
る
程
年
齢
的
に
若
い
場
合
は
極
め
て
稀
で
あ
つ
て
多

く
の
場
合
等
は
既
に
確
立
し
た
自
意
識
を
持
つ
た
固
つ
た
人
格
で
あ
る
。
そ
し

て
こ
の
こ
と
は
原
則
と
し
て
方
法
に
影
響
を
及
ぼ
す
。
成
人
講
座
が
そ
の
典
型

で
あ
る
。
牧
監
者
は
そ
の
大
部
分
が
幾
分
か
既
成
の
人
間
で
あ
り
、
こ
れ
が
教

育
と
い
う
こ
と
に
特
別
な
困
難
性
を
作
る
」
　
「
教
育
と
い
う
も
の
は
教
え
ら
れ

る
者
の
自
由
意
思
の
嶽
迎
を
要
求
す
る
。
だ
か
ら
監
獄
教
育
は
特
別
な
困
難
が

あ
る
。
何
故
な
ら
監
獄
生
活
は
非
常
に
個
人
の
意
思
を
堅
迫
す
る
か
ら
で
あ

る
。
ま
た
監
獄
に
於
け
る
全
生
活
は
何
等
か
の
形
で
人
爲
的
で
あ
る
。
印
ち
自

由
の
刺
戟
に
敏
け
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
特
に
濁
房
に
言
え
る
こ
と
で
あ
る
。

…
我
々
は
牧
監
者
の
意
思
を
活
濃
化
せ
し
め
よ
う
と
努
め
そ
し
て
監
獄
の
中

の
生
活
を
も
つ
と
自
由
の
生
活
に
近
づ
け
よ
う
と
努
め
る
」
。
そ
し
て
最
後
に

「
教
育
的
な
行
刑
は
よ
い
官
吏
を
必
要
と
す
る
が
こ
れ
を
求
め
る
こ
と
は
容
易

で
は
な
い
」
と
言
つ
て
い
る
（
六
頁
）
。

　
本
章
の
終
り
は
亥
の
言
葉
で
結
ば
れ
て
い
る
。

　
「
簡
軍
な
顧
慮
で
は
あ
る
が
教
育
的
な
行
刑
は
今
日
如
何
に
問
題
的
で
あ
る

か
を
示
し
て
い
る
。
こ
れ
は
暫
く
は
な
お
プ
巨
グ
ラ
ム
で
あ
つ
て
な
お
完
全
な

現
實
で
は
な
い
。
残
念
な
が
ら
ド
イ
ッ
の
ラ
ン
ト
の
物
質
的
な
困
難
が
障
害
な

の
で
あ
る
。
我
々
は
む
し
ろ
よ
り
一
般
的
に
行
刑
に
於
け
る
入
間
の
庭
遇
に
つ

い
て
語
る
方
が
よ
い
。
し
か
し
・
一
般
豫
防
的
な
懸
報
も
全
く
顧
慮
さ
れ
な
い
の

で
も
い
け
な
い
の
で
あ
る
。
」
と
（
七
頁
）
。

　
第
三
章
は
行
刑
の
法
的
基
礎
、
刑
法
、
刑
事
訴
訟
に
つ
い
て
の
そ
れ
の
地
位
、

行
刑
法
律
關
係
を
扱
つ
て
い
る
。

　
「
刑
の
執
行
は
判
決
中
に
確
立
さ
れ
た
刑
罰
の
實
現
で
あ
り
、
從
つ
て
實
盟



法
に
属
す
る
。
し
か
し
形
式
法
的
に
は
そ
れ
は
手
綾
で
あ
る
。
そ
れ
は
刑
罰
實

現
の
一
部
で
あ
る
。
刑
罰
實
行
は
廣
義
に
於
て
は
刑
罰
の
貫
徹
と
解
さ
れ
る
。

こ
れ
は
執
行
の
規
律
と
法
的
な
監
督
と
執
行
自
艦
と
を
必
要
と
す
る
。
刑
罰
の

執
行
（
＜
o
房
時
Φ
良
仁
冒
騎
）
と
行
刑
（
＜
＆
昌
晩
）
と
は
肖
由
刑
に
と
つ
て
全

く
分
離
さ
れ
た
機
關
で
あ
る
。
執
行
官
聴
（
＜
o
一
冨
霞
Φ
簿
g
β
管
冨
峯
注
①
）
は

法
的
な
麟
熟
以
外
は
執
行
に
つ
い
て
監
醜
す
る
灌
利
を
持
た
な
い
の
で
あ
る
」

（
八
頁
）
。
次
に
法
律
關
係
に
つ
い
て
聞
い
て
み
る
と
、

　
「
自
由
刑
の
執
行
を
含
め
て
刑
罰
の
執
行
に
於
て
は
國
家
と
受
刑
者
と
の
間

に
固
有
の
法
律
關
係
が
存
す
る
。
こ
こ
で
は
憲
法
上
與
え
ら
れ
た
灌
利
が
制
限

さ
れ
る
。
從
つ
て
實
定
法
上
理
由
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
何
故
な
ら
今
日
憲

法
上
の
立
て
前
が
こ
れ
を
要
求
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
」
。
「
法
的
な
基
礎
を
刑

事
訴
訟
法
と
共
に
刑
法
が
與
え
て
い
る
。
、
到
決
は
刑
罰
を
實
定
法
の
授
灌
に
從

つ
て
確
定
す
る
。
そ
れ
ば
拘
禁
法
律
關
係
（
O
Φ
貯
β
㎎
Φ
β
器
蜜
津
畦
Φ
9
苗
－

＜
曾
鼠
詳
三
の
）
を
創
り
、
從
つ
て
こ
の
新
ら
し
い
権
力
關
係
の
貫
徹
の
た
め
に

必
要
な
す
べ
て
の
庭
分
に
つ
い
て
の
法
的
な
基
礎
を
提
供
す
る
」
　
（
十
一
頁
、

十
二
頁
）
。

　
「
個
々
的
に
は
拘
禁
法
律
關
係
の
實
定
法
上
の
形
成
の
問
題
は
な
お
充
分
に

明
か
に
さ
れ
て
い
な
い
。
原
則
的
な
關
係
を
學
げ
て
み
る
と
、

　
①
　
自
由
刑
の
許
容
性
と
存
績
に
つ
い
て
は
裁
判
官
の
み
が
判
漸
を
す
る
。

刑
法
に
確
立
さ
れ
た
刑
罰
の
み
が
法
的
に
可
能
で
あ
る
。
刑
法
中
に
暴
げ
ら
れ

た
刑
の
量
を
超
え
て
は
な
ら
な
い
。
自
由
の
み
が
制
限
さ
れ
る
の
で
、
身
膿
と

か
財
産
は
通
常
は
含
ま
れ
な
い
。

　
働
　
刑
法
上
一
部
分
、
一
定
の
仕
事
の
強
制
が
自
由
刑
に
馬
す
る
。
牧
監
者

は
實
定
法
上
許
さ
れ
た
仕
事
に
つ
い
て
謝
禮
を
請
求
し
得
な
い
。

紹
介
と
批
評

　
⑧
　
自
由
の
剥
奪
は
國
家
を
し
て
、
そ
の
こ
と
か
ら
牧
監
者
に
封
し
如
何
な

る
損
害
も
生
じ
な
い
こ
と
、
從
つ
て
例
え
ば
健
康
が
守
ら
れ
る
こ
と
、
に
注
意

す
べ
く
義
務
づ
け
る
。

　
㈲
　
國
家
と
牧
監
者
と
の
間
の
法
律
關
係
は
判
決
に
よ
つ
て
基
礎
づ
け
ら
れ

た
灌
力
關
係
で
あ
り
制
度
關
係
で
あ
る
。
牧
監
者
は
施
設
内
で
秩
序
維
持
に
必

要
な
す
べ
て
の
規
則
に
從
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
例
え
ば
身
騰
検
査
、
自
殺
に
勤

す
る
庭
置
、
・
保
安
の
措
置
、
交
際
の
禁
止
、
強
制
的
な
榮
養
擾
取
、
彊
制
手
術
、

手
紙
の
検
査
等
。
し
か
し
秩
序
維
持
の
た
め
必
要
な
程
度
を
超
え
て
は
い
け
な

い
。

　
⑤
　
一
般
に
今
日
の
丈
化
で
認
め
ら
れ
、
憲
法
に
確
立
さ
れ
た
入
灌
、
基
本

灌
は
守
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
從
つ
て
人
聞
の
貧
嚴
は
不
可
侵
で
あ
る
。

　
㈲
　
宗
教
上
の
お
つ
と
め
に
つ
い
て
は
牧
監
者
は
完
全
に
自
由
で
あ
る
。
日

曜
祭
日
は
、
例
え
ば
藁
所
仕
事
の
よ
う
に
生
活
に
必
要
な
場
合
で
な
い
限
り
仕

事
が
な
い
。

　
ω
　
公
民
権
の
行
使
は
牧
監
者
に
は
な
い
」
（
＋
二
・
＋
三
頁
）
。

　
第
四
章
は
監
獄
の
歴
史
を
詳
細
に
語
つ
て
い
る
。
第
五
章
は
文
献
、
そ
し
て

第
六
章
で
は
統
計
的
な
歎
字
が
若
干
墨
げ
ら
れ
て
い
る
。

　
第
七
章
で
は
監
獄
の
構
造
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
に
於
て
は
實
に
具
騰

的
に
、
か
つ
詳
細
に
理
想
的
な
監
獄
の
姿
が
論
じ
ら
れ
て
い
て
、
實
務
家
に
と

つ
て
有
釜
で
あ
ろ
う
。
順
を
追
つ
て
紹
介
し
て
み
る
と
、
例
え
ば
凋
房
に
つ
い

て
、
そ
の
廣
さ
は
言
う
に
及
ば
ず
窓
の
高
さ
か
ら
ガ
ラ
ス
の
種
類
に
至
る
迄
論

じ
ら
れ
て
い
る
。
例
え
ば
線
入
り
ガ
ラ
ス
や
ク
モ
リ
ガ
ラ
ス
は
目
に
悪
い
、
と

か
戸
の
強
さ
は
鐵
の
金
具
つ
き
の
出
來
る
だ
け
破
ら
れ
な
い
檬
な
も
の
で
、
小

さ
な
の
ぞ
き
穴
を
持
つ
て
い
る
も
の
と
か
床
は
木
で
出
來
て
い
る
方
が
よ
い
。

さ
二

（
五
八
吾



紹
介
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暖
房
襲
置
は
ス
チ
ー
ム
に
よ
る
中
央
暖
房
が
よ
い
。
配
管
式
だ
と
通
信
に
使
わ

れ
る
と
い
う
こ
と
迄
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
外
電
氣
、
水
道
、
便
所
等
の
設

備
か
ら
室
内
装
飾
品
に
至
る
迄
か
な
り
詳
細
な
論
述
が
あ
る
。

　
第
八
章
は
監
獄
の
牧
監
者
と
い
う
題
を
持
っ
。

　
こ
こ
で
根
本
思
想
と
し
て
「
受
刑
者
に
批
會
復
麟
的
に
作
用
す
る
た
め
に
は

い
ろ
い
ろ
な
醐
．
黙
に
從
つ
て
個
別
化
し
分
離
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
」
と
前

置
き
し
て
か
ら
そ
の
各
種
の
観
馳
に
從
つ
て
確
別
し
て
庭
遇
の
差
異
を
論
じ
て

い
る
。

　
ま
ず
刑
法
上
及
び
刑
訴
法
上
の
観
黙
。
捜
査
段
階
で
の
牧
監
者
、
引
渡
し
途

上
の
牧
監
者
、
受
刑
者
、
保
安
拘
禁
者
に
匿
別
さ
れ
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
が
、

こ
こ
で
一
番
問
題
と
な
る
の
は
懲
役
刑
の
受
刑
者
と
禁
鋼
刑
及
び
拘
禁
刑
の
受

刑
者
の
匿
別
で
あ
ろ
う
。
特
に
前
二
者
の
差
異
は
問
題
で
あ
る
。
現
在
の
立
て

前
と
し
て
は
衣
服
の
色
、
螢
働
時
聞
、
特
典
、
便
宜
の
供
興
が
違
つ
て
い
る
。

し
か
し

　
「
行
刑
を
實
際
的
に
形
成
す
る
必
要
、
す
べ
て
の
牧
監
者
；
懲
役
刑
の
受

刑
者
を
含
め
ー
を
出
來
る
だ
け
再
び
秩
序
あ
る
自
由
な
生
活
に
も
ど
す
た
め

の
努
力
は
行
刑
に
於
け
る
こ
れ
等
二
つ
の
刑
罰
の
種
類
を
完
全
に
な
く
さ
し
め

る
。
殊
に
懲
役
刑
受
刑
者
の
名
讐
感
情
を
よ
り
少
く
顧
慮
す
る
取
扱
は
全
く
不

合
理
な
こ
と
で
あ
る
」
。
「
人
間
を
そ
の
個
々
的
な
行
爲
に
從
つ
て
の
み
ー
た

と
え
そ
れ
が
な
お
一
般
的
な
も
の
で
あ
つ
て
庵
1
そ
の
全
生
活
に
つ
い
て
焼

印
を
押
す
こ
と
は
不
合
理
で
あ
る
。
行
刑
に
於
て
は
全
人
格
及
び
影
響
可
能
性

の
み
を
到
漸
し
得
る
に
す
ぎ
な
い
」
。
拘
禁
の
個
所
で
は
確
信
犯
の
問
題
が
取

り
扱
わ
れ
て
い
る
。

　
拘
禁
は
政
治
的
な
行
爲
等
に
關
す
る
刑
罰
で
あ
り
、
從
つ
て
そ
れ
は
階
級
刑

穴
四

（
五
八
穴
）

罰
で
あ
る
。
こ
れ
を
ど
の
範
園
で
設
け
る
か
、
如
何
な
る
者
に
つ
い
て
設
け
る

か
と
い
う
問
題
に
つ
き
ラ
ー
ト
ブ
ル
ヅ
フ
は
確
信
犯
に
つ
い
て
認
め
よ
う
と

し
、
コ
ー
ル
ラ
ウ
シ
ュ
は
政
治
犯
に
こ
れ
を
要
求
し
た
。
政
治
犯
の
庭
遇
に
つ

い
て
は
後
に
も
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
第
二
節
で
は
老
者
少
年
の
庭
遇
が
論
じ
ら

れ
、
第
三
節
で
は
心
理
學
的
教
育
學
的
な
観
黙
に
よ
る
分
類
の
下
で
影
響
可
能

性
の
間
題
が
關
係
す
る
。
こ
こ
で
は
改
善
の
容
易
な
者
、
困
難
な
者
に
つ
い
て

そ
れ
ぞ
れ
教
育
の
原
則
、
祉
會
復
蹄
の
原
則
に
志
向
さ
れ
た
分
類
の
必
要
を
論

じ
、
更
に
注
意
深
い
人
格
の
究
明
の
必
要
を
説
い
て
い
る
。
か
く
て
科
學
的
な

根
擦
の
あ
る
人
格
考
察
の
必
要
性
が
張
調
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
節
の
後
牛

で
は
か
な
り
外
國
に
於
け
る
行
爲
者
人
格
に
關
す
る
研
究
の
成
果
が
報
告
さ
れ

て
い
る
。
こ
の
方
面
の
研
究
が
遅
れ
て
い
る
我
が
國
の
研
究
者
、
實
務
家
に
と

つ
て
有
釜
な
示
唆
が
見
出
さ
れ
る
。
第
四
節
は
馨
學
的
観
黙
に
よ
る
分
類
で
あ

つ
て
、
結
核
、
性
病
、
老
人
、
衰
弱
者
、
心
紳
耗
弱
者
、
精
紳
病
等
の
牧
監
者

の
庭
遇
を
論
じ
て
い
る
。
第
五
節
は
更
に
特
別
な
麗
遇
を
す
る
べ
き
牧
監
者
群

を
あ
げ
て
い
る
。
先
ず
過
失
犯
。
こ
こ
に
見
出
さ
れ
る
特
色
は
、
彼
等
に
は
原

則
と
し
て
反
瀧
會
的
な
心
情
が
な
い
と
い
う
轍
で
あ
る
。
從
つ
て
過
失
犯
に
於

け
る
塵
遇
は
故
意
犯
の
そ
れ
と
は
本
質
的
に
異
る
。
次
が
政
治
犯
の
特
別
慮
遇

の
問
題
で
あ
り
、
こ
れ
と
同
檬
に
新
聞
犯
罪
も
扱
わ
れ
て
い
る
。
更
に
は
罰
金

が
彿
え
な
く
て
牧
監
さ
れ
た
者
の
庭
遇
も
若
干
論
じ
ら
れ
て
い
る
。

　
第
九
章
は
監
獄
制
度
の
蓮
螢
で
あ
り
こ
こ
で
は
行
刑
官
と
そ
の
補
助
者
に
つ

き
言
及
さ
れ
て
い
る
。

第
十
章
は
各
種
の
施
設
の
種
類
、
第
十
一
章
は
拘
置
の
種
類
を
扱
う
。

　
し
か
し
最
も
注
員
す
べ
き
章
の
一
っ
と
し
て
次
の
監
獄
に
於
け
る
生
活
、
牧

監
者
の
庭
遇
一
般
を
扱
つ
た
第
十
二
章
が
紹
介
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。



「
牧
監
者
の
生
活
は
如
何
に
行
わ
れ
る
の
か
と
い
う
こ
と
が
こ
の
分
野
で
の
最

も
重
要
か
つ
困
難
な
問
題
で
あ
る
。
刑
罰
が
懸
報
で
あ
る
限
り
答
は
易
し
い
。

し
か
し
今
日
で
ば
全
然
別
で
あ
る
。
監
獄
に
於
け
る
生
活
は
牧
監
者
を
し
て
正

し
い
市
民
に
教
育
す
る
べ
き
で
あ
る
」
。
「
秩
序
に
な
れ
る
こ
と
．
贋
値
の
あ
る

螢
働
に
な
れ
る
こ
と
は
そ
の
教
育
を
助
け
る
。
入
格
、
秩
序
あ
る
批
會
生
活
へ

の
理
解
、
そ
れ
に
關
與
す
る
こ
と
に
つ
い
て
の
喜
び
及
び
關
與
し
よ
う
と
す
る

意
思
。
こ
れ
等
は
監
獄
生
活
に
於
て
形
成
さ
れ
る
。
し
か
し
秩
序
と
螢
働
と
は

そ
れ
だ
け
で
は
撤
育
で
は
な
い
。
こ
れ
は
そ
れ
を
管
理
す
る
者
の
精
薄
と
關
係

す
る
。
す
べ
て
の
生
活
は
調
和
し
て
瀧
會
復
欝
に
向
け
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
…
…
監
獄
に
於
け
る
生
活
は
若
干
人
工
的
で
不
自
然
で
あ
り
、
こ
こ
で
は

容
易
に
“
監
獄
的
敬
慶
さ
”
、
所
内
規
則
に
全
く
外
面
的
に
自
己
を
從
わ
せ
る

傾
向
が
作
ら
れ
易
い
。
こ
れ
は
自
由
な
生
活
に
持
ち
込
む
こ
と
は
出
來
な
い
」
。

第
二
節
で
は
牧
容
さ
れ
て
か
ら
の
い
ろ
い
ろ
な
取
扱
が
注
意
を
ひ
く
。
例
え
ば

名
前
の
呼
び
方
な
ど
。
時
澗
の
分
配
な
ど
に
も
い
ろ
い
ろ
有
釜
な
稜
言
が
あ
る
。

　
第
十
三
章
は
螢
働
。
螢
働
は
三
つ
の
使
命
を
持
っ
。
先
ず
秩
序
の
維
持
、
次

い
で
、
そ
し
て
主
と
し
て
教
育
、
最
後
に
行
刑
費
用
を
若
干
減
ら
す
こ
と
に
。

こ
の
三
つ
の
使
命
を
中
心
と
し
て
例
え
ば
螢
働
中
の
災
害
と
か
集
團
螢
働
、
施

設
外
で
の
螢
働
の
問
題
、
更
に
は
そ
れ
の
企
業
と
し
て
の
諸
形
態
が
論
じ
ら
れ

て
い
る
。

　
第
十
四
章
精
稗
的
な
改
善
、
自
由
時
間
。
こ
こ
で
は
如
何
な
る
授
業
を
ど
の

様
な
も
の
を
封
象
に
し
て
與
え
る
べ
き
か
、
如
何
な
る
本
を
ど
の
檬
な
蓮
螢
で

輿
え
る
べ
き
か
。
籔
量
か
ら
著
者
ま
で
暴
げ
て
詳
細
に
論
じ
ら
れ
更
に
は
宗
教

間
題
、
書
樂
、
演
劇
の
敷
用
に
迄
ふ
れ
ら
れ
て
い
る
。

　
第
十
五
章
は
累
進
制
度
を
か
な
り
詳
細
に
論
じ
、
第
十
六
章
は
外
部
と
の
交

紹
介
と
批
評

際
、
丈
通
、
面
會
、
外
泊
が
論
じ
ら
れ
る
。
第
十
七
章
の
健
康
管
理
及
び
病
氣

の
庭
置
の
項
翼
で
、
囚
人
の
性
生
活
に
關
す
る
論
及
が
特
に
目
を
ひ
く
。
ヒ
れ

は
第
二
十
二
章
の
拘
留
の
肉
腱
的
心
理
的
影
響
と
非
常
に
關
係
を
し
た
と
こ
ろ

で
あ
る
。
　
「
大
て
い
は
精
力
に
あ
ふ
れ
て
い
る
檬
な
年
代
に
あ
る
人
間
の
不
盲

然
な
生
活
、
性
的
に
自
然
に
生
活
す
る
こ
と
の
不
可
能
な
こ
と
は
、
或
る
種
の

危
機
を
生
じ
精
稗
的
に
も
影
響
す
る
と
こ
ろ
大
で
あ
る
。
・
：
…
た
と
え
そ
れ
程

強
い
性
生
活
に
な
れ
て
い
な
い
人
間
で
も
箪
調
な
生
活
に
よ
り
、
そ
の
フ
ア
ン

タ
ジ
ー
の
刺
戟
に
よ
り
不
自
然
に
彊
い
性
的
な
思
考
や
意
圖
へ
と
か
ら
れ
る
。

か
く
て
自
慰
が
擾
が
り
、
こ
れ
が
健
康
を
害
す
る
。
し
か
も
そ
れ
は
精
紳
的
な

感
覧
に
も
容
易
に
影
響
す
る
。
こ
れ
に
劉
す
る
劉
策
と
し
て
は
教
訓
、
慰
め
の

言
葉
、
身
龍
的
な
蓮
動
、
仕
事
に
よ
る
喜
び
を
與
え
、
人
問
に
彼
の
贋
値
を
意

識
せ
し
め
更
に
は
仕
事
の
外
に
精
瀞
的
教
養
を
高
め
る
こ
と
が
行
わ
れ
る
べ
き

で
あ
る
」
。
こ
め
外
に
同
性
愛
の
問
題
が
目
を
ひ
く
。

　
第
十
八
章
は
矯
正
手
段
、
十
九
章
は
苦
情
の
申
告
、
二
十
章
は
刑
期
、
二
十

一
章
は
自
由
刑
の
終
了
に
つ
き
そ
れ
ぞ
れ
細
か
い
論
及
が
あ
る
。

　
最
後
に
重
要
な
問
題
と
し
て
先
に
も
ふ
れ
た
二
十
二
章
の
「
拘
留
の
肉
膿
的

心
理
的
な
影
響
」
に
關
す
る
論
述
に
目
を
向
け
て
み
よ
う
。

　
「
心
理
學
が
學
問
と
な
り
、
行
刑
が
古
い
鷹
報
の
庭
遇
か
ら
近
代
的
な
肚
會

復
露
に
墜
つ
た
時
に
は
じ
め
て
此
の
問
題
に
人
は
嚴
密
に
い
そ
し
み
始
め
た
。

こ
の
こ
と
は
非
常
に
重
要
で
あ
る
。
何
故
な
ら
我
々
は
拘
留
に
よ
つ
て
受
刑
者

の
精
禮
、
悟
性
、
そ
し
て
感
情
に
作
用
し
よ
う
と
欲
し
、
彼
を
肉
騰
的
精
紳
的

に
病
ん
だ
、
若
く
は
弱
ま
つ
た
人
間
と
し
て
世
聞
に
も
ど
そ
う
と
は
思
つ
て
い

な
い
か
ら
で
あ
る
」
。
仕
事
の
種
類
更
に
は
食
事
等
は
、
た
と
え
刑
罰
が
感
報
と

い
う
害
悪
で
あ
ろ
う
と
教
育
の
手
段
で
あ
ろ
う
と
、
す
べ
て
の
方
向
に
於
け
る

六
五
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紹
介
と
批
評

す
べ
て
の
庭
遇
、
從
つ
て
そ
の
施
設
の
精
紳
が
重
要
な
の
で
あ
る
。
し
か
も
す

で
に
訴
訟
に
於
け
る
被
告
入
の
庭
遇
が
そ
の
固
有
の
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
こ

と
も
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
著
者
は
拘
留
中
の
出
來
事
、
そ
の
歌
態
が
ど
の
檬

に
牧
監
者
に
影
響
す
る
か
を
猫
房
と
雑
居
房
に
つ
ぎ
そ
れ
ぞ
れ
か
な
り
詳
細
に

論
じ
て
い
る
。

　
ま
だ
こ
の
外
注
目
す
べ
き
も
の
は
澤
山
あ
る
が
飴
り
書
き
連
ね
る
こ
と
は
紙

籔
が
許
さ
な
い
。
項
目
だ
け
で
も
あ
げ
て
お
く
と
、
二
十
三
章
は
牧
監
者
、
羅

放
者
の
保
護
、
二
十
四
章
保
安
監
置
、
二
十
四
章
㈲
追
放
、
二
十
五
章
不
適
當

な
自
由
刑
の
代
替
物
、
二
十
六
章
少
年
。
こ
れ
は
實
に
詳
細
な
論
述
で
あ
り
、

こ
れ
だ
け
を
と
り
あ
げ
て
紹
介
す
る
こ
と
で
も
意
味
が
あ
る
と
思
う
。
第
二
十

七
章
外
國
の
制
度
、
第
二
十
八
章
死
刑
の
執
行
、
第
二
十
九
章
罰
金
刑
の
執
行
、

域
上
で
あ
る
。

三

　
本
書
に
つ
い
て
は
髭
睾
9
駐
9
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濤
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ω
●
一
曽
い
に

モ
レ
ン
ハ
ウ
エ
ル
が
簡
軍
な
書
評
を
加
え
て
い
る
。
役
も
言
う
よ
う
に
こ
の
本

に
は
ふ
れ
ら
れ
て
い
な
い
項
目
は
な
い
位
の
盛
り
澤
山
の
内
容
が
、
著
者
の
深

い
學
識
の
裏
づ
け
を
得
て
整
然
と
並
べ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
意
味
で
も
比
較
的

省
み
ら
れ
る
と
こ
ろ
の
少
な
か
つ
た
こ
の
領
域
に
あ
つ
て
本
書
の
出
現
は
ま
さ

に
救
世
主
の
現
わ
れ
の
よ
う
な
氣
が
す
る
。
し
か
し
注
丈
が
な
い
で
は
な
い
。

本
書
は
序
文
に
も
あ
つ
た
檬
に
、
學
生
と
實
務
家
を
目
當
て
に
書
か
れ
た
も
の

で
あ
り
こ
の
意
味
で
理
論
的
に
も
若
干
食
い
た
り
な
い
し
（
例
え
ば
監
獄
の
法

律
關
係
は
理
論
的
に
充
分
で
は
な
い
）
、
實
務
家
に
と
つ
て
は
も
つ
と
實
務
上
の

六
六

（
五
八
八
）

要
講
を
満
た
す
檬
に
希
望
し
た
い
個
々
の
問
題
も
あ
る
の
で
あ
る
。
モ
レ
ソ
ハ

ウ
エ
ル
と
共
に
言
う
な
ら
ば
「
實
務
の
要
請
に
向
け
ら
れ
、
監
獄
業
務
の
個
々

的
な
も
の
を
論
じ
る
“
實
際
的
監
獄
學
”
が
こ
れ
に
績
く
」
様
に
期
待
し
な
い

わ
け
に
は
ゆ
か
な
い
。

　
と
も
あ
れ
本
書
の
存
在
は
貴
重
で
あ
る
。
そ
れ
に
つ
け
て
も
此
の
學
問
が
よ

り
護
展
す
る
だ
め
に
は
、
著
者
の
序
丈
に
も
あ
る
よ
う
に
「
講
義
要
目
の
中
に

現
わ
れ
る
科
目
と
な
る
」
こ
と
が
必
要
な
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
、
「
森
に
入
つ

て
森
を
み
ず
」
の
通
り
、
實
務
家
は
と
も
す
れ
ば
耽
會
の
現
状
に
溺
れ
て
、
よ

り
前
進
し
改
良
を
加
え
る
こ
と
を
あ
き
ら
め
て
、
大
切
な
「
迷
え
る
羊
を
救
う
」

こ
と
を
忘
れ
て
し
ま
う
。
む
し
ろ
理
想
の
旗
を
掲
げ
て
現
状
批
到
を
加
え
る
職

士
こ
そ
、
學
究
の
道
に
い
そ
し
む
者
で
あ
る
筈
で
あ
る
。
こ
の
意
昧
で
實
務
家

は
心
を
廣
く
持
つ
て
こ
の
老
學
究
の
言
に
耳
を
傾
け
る
べ
き
で
は
な
か
ろ
う

か
。
そ
し
て
我
々
學
究
は
「
物
質
的
な
貧
困
が
障
害
と
な
る
」
と
い
う
考
え
や

「
實
務
を
知
ら
な
い
く
せ
に
制
度
を
云
々
す
る
の
は
出
す
ぎ
て
い
る
の
で
は
な

い
か
」
と
考
え
る
こ
と
を
止
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
も
す
れ
ば
保
守
的
に

な
り
易
い
祉
會
的
現
實
に
新
鮮
な
息
吹
き
を
與
え
る
態
度
と
勇
氣
を
本
書
か
ら

汲
み
と
り
得
た
こ
と
は
、
第
一
の
牧
穫
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
宮
澤
浩
一
）


