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あ
と
が
き

四
〇
〇
ペ
ー
ジ
近
い
本
書
の
「
あ
と
が
き
」
ま
で
た
ど
り
つ
い
て
く
れ
た
読
者
に
は
、
感
謝
の
言
葉
し
か
な
い
。
ま
た

「
あ
と
が
き
」
か
ら
読
み
始
め
る
の
が
習
い
性
の
「
あ
と
が
き
党
」
別
名
「
あ
と
が
き
愛
読
党
」
の
方
に
向
け
て
ア
ピ
ー

ル
す
る
た
め
、
本
書
が
研
究
史
に
加
え
た
新
た
な
論
点
な
ど
箇
条
書
き
に
し
て
振
り
返
っ
て
お
こ
う
と
も
考
え
た
。
拙
著

（
加
藤 

二
〇
一
八
）
で
実
践
し
た
よ
う
に
。
た
だ
本
書
の
場
合
、「
は
し
が
き
」
に
お
い
て
す
べ
て
の
章
で
論
じ
た
要
点
を

ま
と
め
て
い
る
こ
と
、
各
章
の
扉
に
置
い
た
「
リ
ー
ド
文
」
で
そ
れ
ぞ
れ
の
章
の
「
問
い
」
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
の
で
、

こ
れ
ら
に
よ
っ
て
本
書
が
論
じ
て
い
る
内
容
な
ど
お
掴
み
い
た
だ
け
た
ら
あ
り
が
た
い
と
思
う
（
以
下
、
敬
称
は
略
す
）。

さ
て
、
近
代
史
を
専
門
と
し
て
い
る
筆
者
が
軍
・
軍
隊
に
関
心
を
抱
い
た
の
は
、
古
代
の
防さ
き

人も
り

か
ら
近
世
の
武
士
、
は

て
は
戦
前
期
の
軍
人
ま
で
を
貫
く
「
意
識
」
の
よ
う
な
も
の
へ
の
関
心
が
あ
っ
た
た
め
だ
。
こ
の
よ
う
な
関
心
か
ら
、
軍

隊
と
天
皇
と
の
関
係
を
通
時
的
に
見
た
時
ど
う
な
る
の
か
、
お
お
ま
か
な
見
取
り
図
を
こ
こ
に
掲
げ
、「
あ
と
が
き
」
に

か
え
た
い
。
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本
書
の
総
論
で
は
、
一
九
三
二
（
昭
和
七
）
年
が
重
要
な
年
と
し
て
登
場
し
て
い
た
が
、
ま
さ
に
そ
の
年
に
生
ま
れ
た

古
代
史
研
究
者
笹
山
晴
生
が
、
少
年
時
代
の
太
平
洋
戦
争
中
に
感
じ
た
述
懐
か
ら
話
を
始
め
よ
う
。
当
時
の
少
年
雑
誌
に

は
万
葉
集
の
防
人
の
歌
な
ど
が
満
載
さ
れ
て
い
て
、
笹
山
少
年
は
大お
お

伴と
も
の

家や
か

持も
ち

の
編
纂
に
か
か
る
万
葉
集
に
、
次
に
引
く

常
陸
国
の
防
人
の
歌
「
今
日
よ
り
は　

顧
み
な
く
て　

大
君
の　

醜し
こ

の
御み

楯た
て

と　

出
で
立
つ　

吾
は
」
な
ど
が
あ
る
こ
と

を
知
る
。
笹
山
は
研
究
者
と
し
て
の
筆
致
と
し
て
は
や
や
踏
み
込
ん
で
こ
う
述
べ
て
い
る
。「
そ
も
そ
も
多
く
の
防
人
歌

の
な
か
に
、
お
よ
そ
人
々
の
敢
闘
精
神
、
あ
る
い
は
滅
私
奉
公
の
精
神
を
鼓
舞
す
べ
き
も
の
が
な
に
も
な
か
っ
た
と
し
た

ら
、
あ
れ
ほ
ど
ま
で
に
つ
よ
く
人
々
に
訴
え
か
け
る
、
言
霊
と
し
て
の
力
を
も
ち
え
な
か
っ
た
は
ず
」
で
あ
り
、「
防
人

歌
の
な
か
に
は
、〔
中
略
〕
人
間
の
意
識
に
深
く
刻
ま
れ
た
な
に
か
が
宿
っ
て
い
て
、
そ
れ
が
国
家
危
急
の
お
り
に
、
同
じ

血
を
伝
え
る
人
々
の
な
か
に
共
鳴
し
た
」（
笹
山 

一
九
七
五
：
四
）
の
で
は
な
い
か
と
。

歴
史
を
振
り
返
っ
て
み
れ
ば
、
国
家
が
公
的
武
力
（
天
皇
の
下
で
の
軍
団
・
兵
士
制
な
ど
公
民
兵
）
に
依
っ
た
時
期
は
、
律

令
国
家
と
し
て
の
八
世
紀
の
奈
良
時
代
ま
で
と
、
明
治
維
新
以
降
昭
和
戦
前
期
ま
で
（
徴
兵
制
軍
隊
）
の
二
回
だ
っ
た
。
そ

れ
以
外
の
時
期
は
私
的
武
力
（
武
家
の
私
的
主
従
関
係
下
に
組
織
）
の
時
代
で
あ
り
、
笹
山
は
、
防
人
の
歌
を
採
録
し
た
大
伴

家
持
の
意
識
の
裏
に
、
天
皇
の
公
民
兵
だ
と
の
皇
軍
意
識
、
武
門
の
名
を
負
う
大
伴
氏
ゆ
え
の
自
負
を
読
み
取
っ
て
い
た
。

つ
い
で
幕
末
維
新
期
に
天
皇
の
国
制
上
の
位
置
づ
け
が
大
き
く
変
化
す
る
。
日
中
戦
争
か
ら
太
平
洋
戦
争
終
結
ま
で
の

先
の
大
戦
で
戦
死
者
を
最
も
出
し
た
世
代
の
一
人
、
一
九
二
三
（
大
正
一
二
）
年
生
ま
れ
の
近
世
史
研
究
者
尾
藤
正
英
は
、

こ
の
変
化
を
次
の
よ
う
な
「
問
い
」
と
し
て
捉
え
た
（
尾
藤 

一
九
九
二
：
一
六
八
）。「
武
士
身
分
の
廃
止
と
い
う
大
き
な
社

会
的
変
革
が
、
あ
ま
り
大
き
な
抵
抗
も
な
く
、
短
期
間
に
急
速
に
遂
行
さ
れ
た
と
こ
ろ
に
、
明
治
維
新
の
一
つ
の
重
要
な

特
色
が
見
出
さ
れ
る
。〔
中
略
〕
封
建
的
特
権
身
分
の
廃
止
と
い
う
大
事
業
が
、
し
か
も
そ
の
身
分
の
出
身
者
を
主
要
な
構
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成
員
と
す
る
政
府
に
よ
っ
て
、
比
較
的
に
容
易
に
行
わ
れ
た
の
は
、
何
故
で
あ
ろ
う
か
」。
こ
の
問
い
に
対
し
て
は
、
武

士
が
尊
王
思
想
に
目
覚
め
た
か
ら
、
あ
る
い
は
武
士
と
豪
農
と
の
間
に
同
盟
関
係
を
築
い
た
下
級
武
士
た
ち
の
エ
ー
ト
ス

が
核
と
な
り
武
士
階
層
に
革
新
的
性
格
が
生
み
出
さ
れ
た
か
ら
、
と
い
っ
た
説
明
が
こ
れ
ま
で
な
さ
れ
て
き
た
。
だ
が
尾

藤
は
こ
の
問
い
に
、
武
士
と
い
う
社
会
階
層
が
い
か
な
る
状
況
で
発
生
し
た
か
を
考
え
る
こ
と
で
答
え
を
対
置
し
て
ゆ
く

（
同
前
：
一
九
一
）。

一
五
〜
一
六
世
紀
に
あ
っ
て
武
士
は
、
被
支
配
身
分
に
属
し
て
い
た
上
層
農
民
が
武
装
し
た
新
興
社
会
層
と
し
て
誕
生

す
る
。
こ
の
発
生
の
特
質
か
ら
見
た
時
に
武
士
の
特
徴
は
い
か
な
る
も
の
に
な
る
の
か
。
ま
ず
そ
の
意
識
は
、
共
同
体
的

な
性
格
か
ら
由
来
し
た
、
合
議
制
の
伝
統
、
平
等
意
識
に
支
え
ら
れ
て
い
た
も
の
と
推
測
で
き
よ
う
。
つ
ぎ
に
そ
の
使
命

感
は
、
地
域
社
会
の
平
和
を
自
力
で
保
証
し
よ
う
と
す
る
意
識
と
な
る
だ
ろ
う
し
、
兵
農
分
離
後
を
経
て
国
家
の
政
治
と

軍
事
を
担
う
身
分
に
編
成
さ
れ
た
時
点
で
は
、「
国
家
の
対
外
的
な
独
立
と
国
内
の
平
和
と
を
維
持
す
る
責
任
の
意
識
」

を
持
っ
た
と
み
な
せ
よ
う
。

こ
の
よ
う
な
使
命
感
か
ら
考
え
た
時
、
次
の
よ
う
な
説
明
が
可
能
と
な
る
。
列
強
の
軍
事
力
を
前
に
幕
府
＝
公
儀
の
武

威
が
役
に
立
た
な
い
も
の
と
わ
か
っ
た
時
、
そ
れ
は
共
同
責
任
を
代
表
す
る
は
ず
の
幕
府
が
責
任
を
全
う
し
な
か
っ
た
こ

と
を
意
味
し
、
国
内
平
和
と
対
外
独
立
の
維
持
と
い
う
「
役
」
を
担
う
武
士
層
に
と
っ
て
幕
府
は
排
斥
さ
れ
る
べ
き
対
象
、

す
な
わ
ち
「
私
心
」
あ
る
対
象
と
み
な
さ
れ
て
い
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
の
見
立
て
だ
。
武
士
層
に
と
っ
て
「
私
心
」
の

反
対
の
価
値
は
「
公
論
」
だ
っ
た
か
ら
、
幕
末
維
新
期
の
天
皇
は
公
論
重
視
の
シ
ン
ボ
ル
と
し
て
浮
上
す
る
。
江
戸
総
攻

撃
予
定
日
に
出
さ
れ
た
「
五
箇
条
の
誓
文
」
を
想
起
す
る
ま
で
も
な
く
公
議
輿
論
は
、
天
皇
と
武
士
を
つ
な
ぐ
論
理
と
な

っ
て
ゆ
く
。
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発
生
形
態
か
ら
推
測
さ
れ
る
武
士
の
特
性
は
二
つ
、
合
議
制
の
伝
統
と
平
等
意
識
だ
っ
た
が
、
こ
の
二
つ
が
近
代
に
お

い
て
い
か
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
た
の
か
、
そ
の
例
を
各
一
つ
ず
つ
み
て
お
き
た
い
。
満
州
事
変
の
計
画
者
だ
っ
た
石
原

莞
爾
は
、
二
・
二
六
事
件
後
の
一
九
三
六
（
昭
和
一
一
）
年
三
月
一
二
日
、
陸
軍
の
再
建
方
針
を
語
る
に
あ
た
っ
て
こ
う

述
べ
て
い
た
。「
軍
部
自
ら
実
行
力
絶
大
な
る
強
力
主
義
に
則
り
、
其
組
織
に
一
大
革
新
を
加
ふ
る
を
要
す
。
蓋
し
、
現

下
の
組
織
は
合
議
制
、
弱
体
主
義
に
堕
し
あ
れ
ば
な
り
」（
加
藤 

一
九
九
三
：
二
一
四
）。
組
織
体
と
し
て
の
陸
軍
の
特
性
を

「
合
議
制
」
に
石
原
は
み
て
い
た
。
そ
れ
は
も
は
や
否
定
さ
れ
る
べ
き
対
象
で
は
あ
っ
た
が
。

平
等
意
識
に
つ
い
て
は
乃
木
希
典
に
対
す
る
北
一
輝
の
議
論
を
紹
介
し
て
お
き
た
い
。
日
露
戦
時
の
乃
木
の
戦
術
に
つ

い
て
は
当
時
か
ら
批
判
が
あ
っ
た
。
北
は
そ
の
著
作
『
日
本
改
造
法
案
大
綱
』
中
の
「
国
家
の
権
利
」
の
章
に
お
い
て
、

「
徴
兵
制
の
維
持
」
を
国
家
の
権
利
と
し
て
掲
げ
て
い
た
が
、
そ
の
説
明
部
分
に
乃
木
の
挿
話
を
登
場
さ
せ
て
い
る

（
北 

二
〇
一
四
：
一
一
七
）。
兵
営
・
軍
艦
内
で
の
「
階
級
的
表
章
」
以
外
の
物
質
面
で
の
平
等
を
要
求
し
た
北
は
、「
乃
木

将
軍
が
軍
事
眼
よ
り
見
て
許
す
べ
か
ら
ざ
る
大
錯
誤
を
な
し
て
彼
の
大
犠
牲
を
来
せ
し
に
係
ら
ず
、
彼
が
旅
順
包
囲
軍
よ

り
寛
過
さ
れ
し
理
由
の
一
は
己
れ
自
ら
兵
卒
と
同
じ
き
弁
当
を
食
い
し
平
等
の
義
務
を
履
行
せ
し
が
ゆ
え
な
り
」
と
述
べ
、

兵
営
生
活
で
の
兵
士
と
の
平
等
と
い
っ
た
観
点
か
ら
乃
木
を
評
価
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

で
は
、
天
皇
親
率
を
理
念
に
置
き
、
政
治
か
ら
の
中
立
性
を
確
保
す
べ
く
誕
生
し
た
近
代
の
軍
隊
が
、
そ
の
後
い
か
な

る
論
理
と
経
緯
に
よ
っ
て
変
容
を
遂
げ
て
い
っ
た
の
か
、
そ
れ
を
ご
く
簡
単
に
お
さ
え
て
お
き
た
い
。
昭
和
天
皇
が
ポ
ツ

ダ
ム
宣
言
受
諾
を
決
意
し
た
際
、
陸
海
軍
の
統
帥
部
や
陸
相
が
反
対
し
た
こ
と
な
ど
は
第
７
章
で
述
べ
た
。
東
条
英
機
元

首
相
は
サ
ザ
エ
の
殻
（
軍
事
力
、
軍
隊
）
と
サ
ザ
エ
（
天
皇
、
皇
位
）
の
た
と
え
話
に
よ
っ
て
天
皇
に
反
対
意
見
を
奏
上
し
た

だ
け
で
な
く
、
四
四
年
七
月
の
時
点
の
内
閣
総
辞
職
の
際
に
は
、
国
体
論
に
狭
義
と
広
義
の
二
つ
が
あ
り
、
広
義
の
国
体
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論
で
は
「
国
家
の
為
に
な
ら
ぬ
場
合
は
、
上
命
に
背
い
て
も
良
い
」
の
だ
と
論
じ
て
い
た
。
国
家
の
た
め
に
は
、
生
身
の

身
体
を
持
つ
天
皇
の
意
思
に
従
わ
な
く
と
も
可
、
と
す
る
考
え
方
だ
っ
た
。

国
家
の
為
政
者
が
「
王
の
二
つ
の
身
体
」
の
う
ち
自
然
的
身
体
（
カ
ン
ト
ー
ロ
ヴ
ィ
チ 

二
〇
〇
三
）
の
意
思
に
従
わ
な
い

な
ど
よ
く
あ
る
光
景
だ
っ
た
と
は
、
日
本
の
歴
史
を
学
ん
だ
者
な
ら
誰
で
も
知
っ
て
い
る
。
一
つ
だ
け
例
を
挙
げ
れ
ば
、

一
八
六
五
（
慶
應
元
）
年
に
あ
っ
て
第
二
次
長
州
征
討
を
命
じ
た
孝
明
天
皇
の
勅
命
を
批
判
し
た
大
久
保
利
通
の
言
葉

「
非
義
勅
命
は
勅
命
に
有
ら
ず
」
な
ど
有
名
だ
ろ
う
（
鈴
木 

一
九
九
三
：
二
一
）。
近
代
に
限
っ
て
み
て
も
政
治
当
局
者
は
、

生
身
の
身
体
を
持
つ
天
皇
そ
の
人
と
「
万
世
一
系
」
と
の
理
念
を
伴
っ
た
皇
位
（
政
治
的
身
体
）
を
ク
ー
ル
に
も
分
別
し
て

い
た
（
増
田 

一
九
九
九
：
一
四
、
一
九
）。
一
九
〇
七
（
明
治
四
〇
）
年
の
公
式
令
の
制
定
な
ど
は
、
明
治
立
憲
制
の
創
設
者
だ

っ
た
伊
藤
博
文
や
伊
東
巳
代
治
が
、
有
賀
長
雄
ら
国
法
学
者
と
と
も
に
、
皇
室
（
天
皇
・
皇
族
）
と
国
家
と
の
切
り
分
け
を

再
考
し
、
改
め
て
制
度
改
正
に
臨
ん
だ
措
置
と
い
え
た
。
井
上
毅
は
頑
と
し
て
認
め
な
か
っ
た
皇
族
の
臣
籍
降
下
な
ど
の

改
正
案
が
皇
室
典
範
増
補
に
盛
り
込
ま
れ
た
か
ら
だ
。
日
露
戦
後
と
い
う
時
代
は
、
皇
室
を
議
会
か
ら
隔
絶
さ
せ
、
皇
室

は
「
私
事
」
だ
と
強
弁
で
き
な
く
な
っ
た
時
代
に
ほ
か
な
ら
な
い
（
鈴
木 

一
九
九
三
：
一
四
八
〜
一
四
九
）。

国
家
の
行
政
の
担
当
者
で
あ
る
為
政
者
の
側
が
、
国
家
と
天
皇
の
区
分
に
再
検
討
を
加
え
る
必
要
を
感
じ
始
め
た
ち
ょ

う
ど
そ
の
時
、
中
国
革
命
へ
の
コ
ミ
ッ
ト
を
通
じ
て
二
〇
世
紀
初
頭
の
世
界
の
変
容
を
最
も
敏
感
に
感
じ
て
い
た
社
会
運

動
家
北
一
輝
も
ま
た
、
天
皇
の
あ
り
方
や
国
体
論
の
ア
ッ
プ
デ
ー
ト
の
必
要
を
感
じ
て
い
た
。
日
露
戦
争
終
結
の
翌
年
、

一
九
〇
六
（
明
治
三
九
）
年
の
著
作
『
国
体
論
及
び
純
正
社
会
主
義
』
で
北
は
、「
日
本
国
民
と
日
本
天
皇
と
は
権
利
義
務

の
条
約
を
以
て
対
立
す
る
二
つ
の
階
級
に
あ
ら
ず
」（
北 

一
九
五
九
：
二
一
三
）
と
書
き
、
国
家
と
い
う
存
在
を
前
に
し
た

時
、
天
皇
と
国
民
は
対
等
と
位
置
づ
け
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
喝
破
し
た
。
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常
に
も
ま
し
て
北
の
舌
鋒
の
鋭
さ
が
増
し
た
の
は
理
由
が
あ
る
。
日
清
・
日
露
の
両
戦
争
に
勝
利
し
、
植
民
地
を
保
有

す
る
「
二
〇
世
紀
帝
国
」
と
な
っ
た
日
本
だ
っ
た
が
、
そ
の
日
本
が
有
す
べ
き
国
体
論
は
準
備
さ
れ
て
い
る
の
か
、
と
の

義
憤
か
ら
で
あ
る
。
憲
法
学
者
の
穂
積
八
束
や
哲
学
者
の
井
上
哲
次
郎
な
ど
が
説
く
「
君
臣
一
家
論
」
な
ど
で
は
、
現
代

社
会
は
説
明
が
つ
か
な
い
と
い
う
批
判
だ
っ
た
（
北 

一
九
五
九
：
二
六
四
）。
条
約
に
よ
り
新
し
い
版
図
が
日
本
に
附
加
さ

れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
先
の
論
者
ら
は
「
天
祖
は
国
民
の
始
祖
」、「
天
皇
は
国
民
の
宗
家
」
な
ど
と
呑
気
な
こ
と
を
述

べ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
（
鈴
木 

一
九
九
三
：
一
七
五
）。
植
民
地
と
し
て
獲
得
さ
れ
た
台
湾
、
租
借
地
と
な
っ
た
関
東
州
、

併
合
さ
れ
た
韓
国
、
南
樺
太
な
ど
、
そ
こ
に
居
住
し
て
い
た
人
々
の
処
遇
は
ど
う
な
る
の
か
。
北
の
問
い
は
、
こ
れ
ら
の

人
々
と
日
本
の
天
皇
と
の
関
係
を
理
論
的
に
ど
う
関
係
づ
け
る
の
か
と
い
う
根
本
的
な
問
い
か
け
に
他
な
ら
な
か
っ
た
。

国
家
を
前
に
し
て
の
天
皇
と
国
民
の
対
等
性
を
求
め
た
北
の
、
国
家
と
社
会
へ
の
見
方
が
、
当
時
に
あ
っ
て
は
高
い
水
準

で
の
憲
法
理
解
だ
っ
た
こ
と
に
早
く
か
ら
注
目
し
て
い
た
の
は
筒
井
清
忠
で
あ
る
（
筒
井 

二
〇
〇
六
：
三
八
九
〜
四
〇
七
）。

国
民
の
代
表
で
あ
る
議
会
と
天
皇
を
直
結
さ
せ
、
天
皇
を
国
民
の
天
皇
と
し
て
ゆ
く
た
め
の
改
造
法
案
を
具
体
化
し
た

点
に
北
の
議
論
の
画
期
的
な
新
し
さ
が
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。「
二
〇
世
紀
帝
国
」
日
本
に
あ
っ
て
、
行
政
の
担
当
者
の

側
と
社
会
運
動
家
の
側
双
方
か
ら
、
国
家
と
天
皇
と
国
民
の
関
係
が
い
か
に
あ
る
べ
き
か
を
め
ぐ
る
理
論
が
出
さ
れ
、
ど

ち
ら
が
時
代
を
規
定
す
る
か
の
競
合
が
始
ま
っ
て
い
た
。
そ
の
よ
う
な
時
代
に
あ
っ
て
、「
股
肱
の
臣
」
と
の
言
葉
で
天

皇
と
関
係
づ
け
ら
れ
、「
国
家
の
対
外
的
な
独
立
と
国
内
の
平
和
と
を
維
持
す
る
責
任
の
意
識
」
を
歴
史
的
に
抱
い
て
い

た
は
ず
の
軍
隊
は
、
時
代
に
い
か
に
対
応
し
て
い
っ
た
の
か
。

ま
ず
解
決
す
べ
き
問
題
は
、
軍
人
勅
諭
の
核
心
に
あ
っ
た
軍
人
の
政
治
不
干
与
と
い
う
原
則
を
、
い
か
な
る
論
理
で
乗

り
越
え
よ
う
と
し
た
か
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
ろ
う
。
北
一
輝
の
改
造
法
案
や
国
体
論
の
核
心
を
読
み
抜
い
た
陸
軍
青
年
将
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校
菅
波
三
郎
。
そ
の
影
響
下
に
あ
っ
た
士
官
候
補
生
ら
の
五
・
一
五
事
件
公
判
で
の
陳
述
か
ら
わ
か
る
こ
と
を
ま
と
め
て

お
く
（
原
ほ
か 

一
九
九
一
：
九
八
）。
三
三
年
七
月
二
九
日
の
法
廷
で
は
島
田
朋
三
郎
法
務
官
が
青
年
将
校
の
考
え
に
つ
い

て
尋
ね
て
い
た
。
菅
波
は
、「
軍
人
の
使
命
と
云
う
こ
と
に
就
て
、
軍
人
は
国
家
を
保
護
す
る
と
云
う
こ
と
に
付
て
何
か

話
は
し
な
か
っ
た
か
。
外
敵
に
対
て
国
家
を
保
護
す
る
の
が
軍
人
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
内
敵
に
対
し
て
も
国
家
を
保

護
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
を
話
さ
な
か
っ
た
か
」
と
、
法
務
官
は
誘
導
質
問
を
行
っ
た
。

そ
れ
に
対
し
て
候
補
生
の
一
人
・
八
木
春
雄
は
島
田
の
望
み
通
り
に
答
え
て
い
た
。「
軍
隊
は
国
家
保
護
の
任
務
」
を

有
っ
て
お
り
、「
内
乱
を
鎮
定
す
る
の
が
真
の
目
的
で
は
な
く
し
て
、
内
乱
を
未
然
に
防
ぐ
」
の
が
真
の
役
割
で
あ
り
目

的
だ
と
の
答
え
で
あ
る
（
原
ほ
か 
一
九
九
一
：
一
〇
三
）。
国
家
の
保
護
に
任
ず
る
軍
人
は
外
敵
の
ほ
か
内
敵
に
も
対
応
す
べ

き
で
あ
り
、
内
乱
を
未
然
に
防
ぐ
た
め
の
行
動
こ
そ
が
大
事
だ
と
の
論
理
で
あ
ろ
う
。
二
・
二
六
事
件
の
裁
判
の
頃
と
は

異
な
り
、
血
盟
団
事
件
や
五
・
一
五
事
件
の
公
判
廷
は
、
軍
人
・
国
家
主
義
者
の
民
間
人
ら
の
自
己
宣
伝
の
場
と
化
し
、

裁
判
は
い
わ
ば
社
会
運
動
と
同
等
、
あ
る
い
は
そ
れ
以
上
に
大
き
な
機
能
を
果
た
す
よ
う
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
た
（
加

藤 

二
〇
一
八
：
二
五
〇
〜
二
五
三
）。
弁
護
士
・
菅
原
裕
の
法
廷
戦
術
の
鮮
や
か
さ
と
国
家
防
衛
権
論
に
つ
い
て
は
総
論
で
述

べ
た
が
、
急
迫
か
つ
重
大
な
危
機
の
存
在
が
あ
る
場
合
、
国
家
の
安
全
を
担
保
す
る
軍
人
に
は
そ
れ
を
防
衛
す
る
義
務
が

あ
る
の
だ
と
の
論
法
で
あ
っ
た
。

稀
有
な
運
動
家
に
し
て
青
年
将
校
だ
っ
た
藤
井
斉
の
議
論
を
最
後
に
見
て
筆
を
擱
き
た
い
。
藤
井
の
筆
に
な
る
二
八
年

の
王
師
会
宣
言
中
に
は
、「
武
人
の
国
家
的
使
命
を
自
覚
せ
ず
、
伝
統
の
ま
ゝ
に
政
治
に
係か
か

わ
ら
ず
の
勅
諭
を
曲
解
し
て

そ
の
美
器
の
下
に
国
家
の
情
勢
に
自
ら
掩お
お

ひ
、
そ
の
混
乱
に
耳
を
塞
ぎ
て
責
任
を
の
が
れ
ん
と
す
」
と
し
て
軍
人
の
現
状

を
批
判
し
た
部
分
が
あ
っ
た
（
高
橋 

一
九
七
四
：
二
五
四
）。
三
〇
年
四
月
三
日
の
日
付
を
持
つ
、
同
じ
く
藤
井
の
手
に
な
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る
「
憂
国
慨
言
」
は
、「
我
等
は
外
敵
の
侮
辱
に
刃
を
磨
く
と
同
様
に
こ
の
内
敵
─
然
り
天
皇
の
大
権
を
汚
し
、
民
衆
の

生
命
を
賊
す
る
貴
族
、
政
党
者
流
及
財
閥
〔
中
略
〕
政
治
に
か
ゝ
は
ら
ず
と
は
現
代
の
如
き
腐
敗
政
治
に
超
越
す
る
を
意

味
し
、
世
論
に
ま
ど
は
ず
と
は
民
主
共
産
主
義
の
如
き
亡
国
思
想
に
堕
せ
ざ
る
を
云
ふ
」（
同
前
：
二
六
〇
）
と
論
じ
て
い

た
。
先
の
五
・
一
五
事
件
の
公
判
で
の
発
言
と
合
わ
せ
て
考
え
れ
ば
、
軍
人
勅
諭
の
組
織
的
な
読
み
替
え
が
社
会
の
中
で

進
行
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。

長
い
あ
と
が
き
も
本
当
に
こ
れ
で
お
し
ま
い
に
す
る
が
、
二
〇
〇
七
年
に
勁
草
書
房
か
ら
二
冊
目
の
拙
著
『
戦
争
を
読

む
』
を
出
し
た
お
り
に
大
変
に
お
世
話
に
な
っ
た
編
集
者
の
土
井
美
智
子
さ
ん
に
、
今
回
も
ま
た
ご
担
当
い
た
だ
け
た
の

は
筆
者
に
と
っ
て
何
よ
り
嬉
し
い
こ
と
で
あ
っ
た
。
今
回
も
、
採
録
す
べ
き
文
章
の
選
択
か
ら
、
掲
載
の
順
序
、
全
章
で

統
一
し
た
章
節
の
構
成
、
釣
り
見
出
し
の
作
成
に
い
た
る
ま
で
、
す
べ
て
土
井
さ
ん
が
流
れ
る
よ
う
な
優
雅
な
手
さ
ば
き

で
お
進
め
く
だ
さ
っ
た
。
心
か
ら
感
謝
申
し
上
げ
る
。

二
〇
一
九
年
九
月

加
藤
陽
子

参
考
文
献
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藤
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