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本
書
は
．
　
『
は
し
が
き
」
と
．
つ
ぎ
の
よ
チ
な
九
つ
の
章
、
す
な
わ
ち
第
一

章
β
シ
ア
と
西
欧
」
、
第
二
章
「
ソ
ピ
エ
ト
研
究
の
発
達
」
、
第
三
章
「
一
九

一
七
年
」
、
第
四
章
「
レ
ー
昌
ソ
論
」
．
第
五
章
「
ス
タ
駕
リ
ソ
論
」
、
第
六
章

『
E
・
H
・
カ
ー
」
、
第
七
章
「
ソ
ピ
エ
ト
史
学
』
、
第
八
章
「
ソ
ビ
エ
ト
史
の

解
釈
』
、
第
九
章
「
革
命
後
五
〇
年
の
歴
史
の
教
訓
」
、
以
上
の
九
章
か
ら
な

り
、
そ
れ
に
ご
く
簡
単
な
田
喜
o
讐
讐
鴫
が
付
さ
れ
て
い
る
。
目
次
に
記
さ

れ
た
各
章
の
タ
イ
ト
ル
を
一
見
し
た
か
ぎ
り
で
は
、
相
互
の
結
び
つ
き
の
希
薄

さ
が
気
に
な
る
。
し
か
も
．
本
雷
の
表
題
に
は
『
革
命
の
教
訓
』
と
あ
る
が
、

歴
史
に
教
訓
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
教
訓
が
な
い
と
い
う
こ
と
で
は
な
か

ろ
う
か
。
し
か
し
．
そ
の
よ
う
な
印
象
や
疑
念
は
当
つ
て
い
な
い
。
高
度
の
専

門
書
と
は
い
い
難
い
が
、
示
唆
に
富
ん
だ
指
摘
が
随
所
に
見
ら
れ
る
。

　
　
　
　
紹
介
と
批
評

　
冒
シ
ア
の
西
欧
へ
の
窓
は
、
周
知
の
よ
う
に
、
ピ
融
ー
ト
ル
大
帝
に
よ
つ
て

開
か
れ
た
わ
け
で
あ
る
が
、
当
時
の
西
欧
に
お
け
る
対
ロ
シ
ア
認
識
は
、
W
・

ラ
カ
ー
に
よ
る
と
．
ロ
シ
ア
は
ア
メ
リ
カ
・
イ
ン
デ
ィ
ア
ソ
の
土
地
と
境
を
接

し
た
国
で
あ
る
と
い
つ
た
程
度
の
も
の
で
あ
つ
た
と
い
う
。
　
「
地
の
果
て
」
で

は
な
い
に
し
て
も
．
辺
境
と
み
ら
れ
て
い
た
ロ
シ
ア
が
、
西
欧
の
旅
行
者
や
歴

史
家
の
手
で
活
字
の
上
に
登
場
し
た
の
は
、
一
九
世
紀
に
は
い
つ
て
か
ら
の
こ

と
で
あ
つ
た
。
と
く
に
ド
イ
ッ
で
は
．
ペ
テ
ル
ブ
ル
グ
や
モ
ス
ク
ワ
の
居
留
外

国
人
の
ほ
と
ん
ど
が
圧
倒
的
に
ド
イ
ッ
人
で
あ
つ
た
こ
と
ま
た
地
理
的
に
ロ
シ

ア
と
接
近
し
て
い
た
こ
と
か
ら
．
ロ
シ
ア
研
究
は
他
の
国
と
比
較
し
て
非
常
に

早
く
か
ら
進
ん
で
い
た
。
た
と
え
ぽ
、
．
．
浮
蕊
魯
吋
聾
控
り
曾
言
凄
o
唱
静
。
冨

O
醗
。
匡
9
審
．
．
と
か
．
．
、
甥
毒
。
。
ぎ
ぎ
閃
薯
諾
．
．
と
い
つ
た
雑
誌
が
す
で
に
一
九

世
紀
に
刊
行
さ
れ
て
い
る
。
も
つ
と
も
、
現
代
的
な
意
味
で
の
ロ
シ
ア
・
東
欧

研
究
の
専
門
雑
誌
の
刊
行
は
第
一
次
大
戦
の
直
前
で
あ
つ
た
が
．
ド
イ
ッ
の

ロ
シ
ア
研
究
に
刺
激
さ
れ
て
．
イ
ギ
リ
ス
で
は
一
九
一
二
年
に
．
．
図
鍔
里
導

寄
≦
。
零
．
．
が
．
ま
た
フ
ラ
ン
ス
で
は
．
．
蜜
o
鼠
o
oo
す
語
．
．
が
一
九
一
七
年
に
そ

れ
ぞ
れ
創
刊
さ
れ
て
い
る
（
ド
イ
ッ
の
月
判
誌
．
、
○
器
葺
o
冨
．
．
は
ブ
レ
ス
ト
・
リ

ト
フ
ス
ク
の
講
和
の
成
立
と
同
時
に
創
刊
さ
れ
た
）
．
し
か
し
・
シ
ア
研
究
は
．
な
ん

と
い
つ
て
も
．
一
九
一
七
年
の
革
命
を
む
か
え
て
飛
躍
的
に
発
展
し
た
。
当
初

こ
そ
は
．
レ
ー
ニ
ン
は
「
そ
の
本
名
を
ゴ
ー
ル
ド
ベ
ル
グ
と
い
う
ド
イ
ツ
の
ス

パ
イ
」
で
あ
つ
て
、
…
…
「
信
仰
を
す
て
た
ユ
ダ
ヤ
人
一
味
の
頭
目
」
で
…
…
．

　
9
貰
ぎ
＆
呂
で
あ
る
と
か
．
ボ
リ
シ
ェ
ビ
キ
政
府
の
首
脳
部
は
す
で
に
モ

ス
ク
ワ
を
脱
出
し
．
海
外
へ
の
亡
命
を
準
備
中
ー
－
　
新
政
権
は
崩
壊
に
瀕
し

て
い
る
と
い
つ
た
誤
つ
た
報
道
や
誤
つ
た
解
説
が
相
次
い
だ
が
、
よ
り
具
体
的
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紹
介
と
批
評

な
情
報
が
直
接
に
、
つ
ま
り
よ
り
正
確
な
資
料
が
次
第
に
豊
富
に
入
手
で
き
る

よ
う
に
な
る
と
と
も
に
．
・
シ
ア
問
題
の
解
説
や
論
評
が
積
極
的
に
展
開
さ
れ

る
よ
ラ
に
な
つ
た
。
ロ
シ
ア
革
命
の
諸
相
を
そ
の
内
側
か
ら
伝
え
る
手
記
あ
る

い
は
回
想
録
な
ど
も
つ
ぎ
つ
ぎ
に
現
わ
れ
．
革
命
を
あ
る
い
は
そ
の
後
の
ソ
ピ

エ
ト
の
発
展
を
対
象
と
し
た
書
物
は
い
よ
い
よ
そ
の
数
を
増
し
た
。
個
々
の
事

件
の
具
体
的
な
プ
戸
セ
ス
の
あ
る
も
の
は
一
般
に
確
認
さ
れ
て
い
る
と
は
い

え
．
解
釈
を
め
ぐ
つ
て
諸
説
が
入
り
乱
れ
．
さ
ま
ざ
ま
な
論
争
が
続
い
て
き

た
。
社
会
革
命
党
の
歴
史
的
な
役
割
．
メ
ソ
シ
ェ
ピ
キ
の
政
策
．
レ
ー
ニ
ソ
の

歴
史
的
意
義
、
ケ
レ
ソ
ス
キ
ー
政
府
崩
壊
の
原
因
、
ト
憐
ッ
キ
ー
の
功
績
、
ス

ク
ー
リ
ソ
の
存
在
理
由
な
ど
．
争
点
も
ま
た
き
わ
め
て
豊
富
で
あ
る
。
い
ず
れ

も
ソ
連
史
家
が
当
面
し
て
き
た
、
ま
た
当
面
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
問
題
点
で

あ
る
こ
と
は
述
べ
る
ま
で
も
な
い
。
著
者
W
・
ラ
カ
！
は
、
実
は
、
こ
う
し
た

問題点を

徹
底
的
に
洗
い
出
し
、
ま
た
す
で
に
こ
れ
ら
の
問
題
に
つ
い
て
公
け

に
さ
れ
て
い
る
さ
ま
ざ
ま
な
解
釈
を
挙
げ
て
検
討
を
加
え
て
い
る
の
で
あ
つ

て
、
各
章
は
い
ず
れ
も
．
本
書
の
こ
の
企
図
に
忠
実
に
奉
仕
し
て
お
り
、
内
容

的
な
連
関
を
欠
い
て
い
る
わ
け
で
は
決
し
て
な
い
。

　
と
こ
ろ
で
、
「
資
料
の
な
い
と
こ
ろ
に
歴
史
は
な
い
』
と
い
う
観
点
か
ら
す

れ
ば
．
な
る
ほ
ど
現
代
は
未
完
の
過
程
で
あ
り
、
ま
た
確
定
的
な
資
料
は
極
度

に
不
足
し
て
お
り
、
し
た
が
つ
て
現
代
は
史
的
研
究
の
対
象
と
な
り
難
い
こ
と

に
な
ろ
う
。
ま
た
専
門
の
歴
史
家
が
指
摘
す
る
よ
う
に
現
代
史
研
究
に
は
「
う

す
気
味
悪
い
誘
惑
や
落
し
穴
』
が
随
所
に
あ
る
こ
と
も
否
定
で
き
な
い
。
そ
れ

故
に
こ
そ
．
専
門
の
歴
史
家
は
、
一
般
に
現
代
を
取
り
扱
5
こ
と
を
避
け
て
き

た
。
し
か
し
．
箸
者
は
．
ラ
ソ
ケ
．
テ
ィ
エ
ー
ル
、
あ
る
い
は
ギ
ゾ
ー
が
脚
八
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四
八
年
の
革
命
か
ら
非
常
に
強
い
影
響
を
受
け
た
こ
と
も
否
定
で
き
な
い
察
宝

で
あ
つ
て
、
そ
も
そ
も
歴
史
は
す
べ
て
現
代
史
で
あ
り
、
ま
た
現
代
史
で
あ
ら

ね
ぽ
な
ら
な
い
と
強
調
す
る
。
と
こ
ろ
が
、
著
者
に
よ
る
と
、
現
代
は
開
か
れ

た
領
域
、
つ
ま
り
参
加
資
格
者
が
専
門
の
歴
史
家
に
の
み
か
ぎ
ら
れ
た
領
域
で

は
な
く
．
と
く
に
．
二
〇
世
紀
最
大
の
政
治
的
事
件
の
一
つ
で
あ
る
ロ
ン
ア
革

命
と
そ
の
後
の
ソ
ピ
エ
ト
に
お
い
て
生
起
し
た
事
態
は
む
し
ろ
歴
史
の
非
専
門

家
の
手
に
よ
つ
て
取
り
上
げ
ら
れ
て
き
た
と
い
う
。
こ
の
点
に
注
目
し
て
、
ロ

シ
ア
・
ソ
ビ
エ
ト
問
題
を
扱
つ
た
哲
学
者
、
社
会
学
者
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
．

外
交
官
な
ど
の
著
述
が
手
広
く
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
B
・
ペ
ァ
ー
ズ
、
E
・
カ
．

1
、
W
・
チ
ェ
ン
パ
リ
ソ
、
H
・
フ
ィ
シ
ャ
！
、
B
・
ウ
ォ
ル
フ
．
1
・
ド
イ

ッ
チ
ャ
ー
の
、
あ
る
い
は
ま
た
A
・
ケ
レ
ン
ス
キ
ー
．
P
・
ミ
リ
ュ
コ
蓄
フ
、

A
・
デ
ニ
キ
ン
と
い
つ
た
反
ボ
ル
シ
ェ
ビ
キ
、
A
・
ポ
ク
ロ
フ
ス
キ
ー
、
N
・

ポ
ポ
フ
．
E
・
ジ
ュ
ー
コ
フ
と
い
つ
た
ソ
連
の
歴
史
家
な
ど
の
解
釈
が
比
較
検

討
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
指
摘
す
る
ま
で
も
な
い
。
各
章
は
ま
た
、
い
ず
れ
も
、

こ
れ
ま
で
に
試
み
ら
れ
た
さ
ま
ざ
ま
た
解
釈
の
紹
介
と
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
の

著
者
の
短
評
を
内
容
と
し
て
い
る
。

　
本
書
は
、
著
者
に
よ
る
と
ソ
ビ
エ
ト
史
の
入
門
書
で
あ
っ
て
、
そ
れ
以
上
の

も
の
で
は
な
い
と
い
う
。
勿
論
、
著
者
は
歴
史
に
は
言
葉
の
厳
密
な
意
味
で
の

教
訓
の
あ
り
得
ぬ
こ
と
を
承
知
し
て
い
る
．
一
九
一
七
年
の
革
命
か
ら
、
ソ
ビ
エ

ト
体
制
五
〇
年
の
歴
史
的
経
験
か
ら
、
教
訓
ら
し
ぎ
も
の
を
無
理
に
引
き
出
し

て
押
し
つ
け
よ
う
と
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
著
春
が
企
図
し
た
も
の
は
．
ソ

ピ
エ
ト
史
研
究
の
専
門
家
と
ソ
ピ
エ
ト
史
に
関
心
を
も
つ
一
般
の
読
者
と
の
間

を
架
橋
す
る
こ
と
で
あ
つ
た
。
著
者
が
ぎ
わ
め
て
ひ
か
え
目
に
表
現
し
て
い
る



教
訓
と
は
、
ソ
ピ
エ
ト
史
の
専
門
家
の
側
か
ら
与
え
ら
れ
る
も
の
で
は
な
く
．

一
般
の
読
者
が
そ
れ
ぞ
れ
に
読
み
取
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。
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