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新
装
版
刊
行
に
あ
た
っ
て

こ
の
度
、
ほ
ぼ
二
〇
年
ぶ
り
に
、『
ジ
ェ
ン
ダ
ー
秩
序
』
が
新
た
な
装
丁
で
刊
行
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
大
変

う
れ
し
く
思
っ
て
い
る
。
ど
ん
な
本
も
、
最
初
の
出
版
か
ら
二
〇
年
も
た
つ
と
、
時
代
に
合
わ
な
い
箇
所
が
か
な
り

出
て
く
る
。
本
書
の
主
題
は
、
幸
い
、
あ
ま
り
時
代
の
変
化
に
左
右
さ
れ
な
い
ジ
ェ
ン
ダ
ー
社
会
理
論
で
あ
る
が
、

そ
れ
で
も
手
直
し
が
必
要
な
部
分
が
か
な
り
あ
っ
た
。
特
に
後
半
部
分
の
「
ジ
ェ
ン
ダ
ー
体
制
」
に
関
す
る
と
こ
ろ

で
は
、
も
と
も
と
デ
ー
タ
に
基
づ
い
て
論
じ
て
い
る
た
め
に
、
新
し
い
デ
ー
タ
を
付
加
す
る
こ
と
が
不
可
欠
で
あ
り
、

補
注
を
追
加
し
た
。
そ
の
過
程
で
、
こ
の
二
〇
年
の
変
化
に
い
ろ
い
ろ
気
付
く
こ
と
が
で
き
た
（
変
化
は
論
旨
に
影

響
が
出
な
い
範
囲
だ
と
判
断
し
た
）。
実
は
、
読
み
直
し
て
み
る
と
、
そ
の
他
の
箇
所
に
も
、
直
し
た
ほ
う
が
良
い
の
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で
は
と
思
う
と
こ
ろ
も
、
多
々
見
受
け
ら
れ
た
の
だ
が
、
手
を
つ
け
始
め
る
と
収
拾
が
つ
か
な
く
な
る
の
で
は
な
い

か
と
い
う
恐
れ
か
ら
、
基
本
的
に
、
二
〇
年
前
の
版
を
そ
の
ま
ま
残
す
こ
と
に
し
た
。

直
し
た
方
が
良
い
の
で
は
な
い
か
と
考
え
た
い
く
つ
か
の
箇
所
の
中
で
、
最
も
大
き
な
問
題
を
感
じ
た
の
は
、
本

書
の
最
初
の
部
分
で
あ
る
。
本
文
の
記
述
に
お
い
て
は
、
本
書
の
主
題
が
現
実
的
な
「
ジ
ェ
ン
ダ
ー
平
等
実
現
」
な

ど
の
社
会
問
題
に
対
し
て
、
ど
の
よ
う
な
意
義
を
持
っ
て
い
る
の
か
が
、
伝
え
き
れ
て
い
な
い
の
で
は
な
い
か
と
感

じ
た
の
で
あ
る
。

本
書
の
主
題
は
、
第
一
章
末
尾
に
お
い
て
明
確
に
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、「
ジ
ェ
ン
ダ
ー
は
、
そ
れ
自
体
権
力
を

内
包
し
て
い
る
」
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
で
ジ
ェ
ン
ダ
ー
と
は
、
当
該
社
会
で
あ
る
程
度
共
有

さ
れ
て
い
る
性
別
に
関
す
る
社
会
通
念
や
行
為
規
範
等
を
意
味
し
て
お
り
、
権
力
と
は
、
行
為
者
個
人
の
行
為
能
力

の
差
異
を
指
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
定
義
を
も
と
に
再
度
「
ジ
ェ
ン
ダ
ー
は
、
そ
れ
自
体
権
力
を
内
包
し
て
い

る
」
と
い
う
こ
と
の
意
味
を
確
認
す
る
な
ら
、
そ
れ
は
、「
男
ら
し
さ
」
や
「
女
ら
し
さ
」
等
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
が
、

行
為
者
の
意
志
に
か
か
わ
ら
ず
、
何
が
で
き
何
が
で
き
な
い
か
を
定
め
る
側
面
が
あ
る
こ
と
を
意
味
し
、
結
果
的
に
、

男
女
の
行
為
能
力
の
差
異
を
も
た
ら
す
可
能
性
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
、
意
味
し
て
い
る
。
最
初
に
こ
の
主
題
を
示

し
て
お
く
こ
と
で
、
社
会
理
論
上
の
意
義
だ
け
で
な
く
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
平
等
の
実
現
な
ど
、
現
実
的
な
社
会
問
題
に

対
す
る
意
義
も
、
十
分
伝
わ
る
と
考
え
て
い
た
の
だ
と
思
う
。
し
か
し
今
回
新
装
版
の
た
め
に
読
み
直
し
て
み
る
と
、

本
書
の
主
題
を
こ
の
よ
う
な
書
き
方
で
提
示
し
た
だ
け
で
は
、
本
書
の
主
題
が
、
現
実
の
「
女
性
問
題
」
や
「
ジ
ェ

ン
ダ
ー
平
等
実
現
」
等
と
ど
う
関
連
す
る
の
か
を
伝
え
ら
れ
る
ま
で
に
は
至
っ
て
い
な
い
の
で
は
な
い
か
と
、
思
う
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よ
う
に
な
っ
た
。

無
論
、
理
論
的
意
義
と
現
実
の
社
会
問
題
に
と
っ
て
の
意
義
を
明
確
に
区
別
す
る
こ
と
は
難
し
い
。
例
え
ば
先
に

あ
げ
た
主
題
に
は
、「
性
差
」
と
「
ジ
ェ
ン
ダ
ー
」
に
対
す
る
様
々
な
疑
問
を
明
ら
か
に
す
る
と
い
う
理
論
的
意
義
も

あ
る
。
け
れ
ど
、「『
ジ
ェ
ン
ダ
ー
』
と
い
う
語
を
使
用
す
る
こ
と
は
、
生
物
学
的
性
差
の
存
在
を
否
定
す
る
こ
と
だ
」

と
い
う
よ
う
な
バ
ッ
ク
ラ
ッ
シ
ュ
派
の
攻
撃
が
盛
ん
だ
っ
た
時
に
は
、
こ
の
疑
問
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
、
バ
ッ

ク
ラ
ッ
シ
ュ
派
の
攻
撃
に
対
し
て
反
論
す
る
と
い
う
実
践
的
意
義
も
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
ま
た
社
会
構
築
主
義
的
な
方

法
論
の
理
解
に
対
す
る
混
乱
か
ら
、「
性
支
配
」
や
「
性
差
別
」
等
の
現
象
を
解
明
し
よ
う
と
す
る
理
論
的
営
み
が

少
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
た
と
す
る
な
ら
、
そ
う
し
た
理
論
的
試
み
を
行
う
こ
と
は
、
現
実
の
社
会
問
題
を
解
明

す
る
上
で
も
重
要
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
本
書
の
主
題
が
、
社
会
問
題
に
対
す
る
意
義
を
欠
い
て
い
る
と
は
思
わ
な
い
。

け
れ
ど
も
、
本
書
で
は
、
最
初
に
本
書
の
主
題
を
示
し
た
後
、「
Ⅰ

基
本
的
枠
組
み
の
検
討
」
に
お
い
て
、
現

実
的
な
ジ
ェ
ン
ダ
ー
問
題
と
の
関
わ
り
が
わ
か
り
に
く
い
考
察
が
、
延
々
と
続
い
て
し
ま
っ
て
い
る
。
本
書
を
手
に

取
っ
て
く
だ
さ
る
方
の
ほ
と
ん
ど
は
、
現
実
的
な
問
題
に
関
心
を
持
っ
て
い
る
方
だ
ろ
う
と
思
う
が
、
そ
の
方
々
に

は
、
大
変
不
親
切
な
書
き
方
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
こ
の
本
を
書
い
た
当
時
は
、
自
分
の
こ
の
よ
う

な
理
論
的
関
心
を
う
ま
く
ま
と
め
ら
れ
る
か
ど
う
か
自
信
が
な
く
、
そ
の
こ
と
だ
け
に
「
夢
中
に
な
っ
て
」
お
り
、

そ
れ
以
外
の
こ
と
に
注
意
す
る
余
裕
が
な
か
っ
た
の
だ
と
思
う
。
ま
た
、
こ
の
本
を
う
ま
く
書
け
る
か
ど
う
か
は
ひ

と
え
に
、
最
初
の
出
だ
し
に
か
か
っ
て
い
る
と
考
え
て
い
た
結
果
、
最
初
の
部
分
が
長
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
だ
。

こ
ん
な
風
に
、
こ
ん
な
書
き
方
に
な
っ
た
言
い
訳
は
い
く
つ
も
思
い
つ
く
の
だ
が
、
い
く
ら
言
い
訳
し
て
も
わ
か
り
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に
く
さ
が
変
わ
る
わ
け
で
は
な
い
。
何
と
か
し
な
け
れ
ば
と
考
え
た
の
だ
が
、
下
手
に
手
を
付
け
る
と
、
書
き
直
し

に
近
い
作
業
に
な
る
可
能
性
が
あ
り
、
断
念
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。

そ
の
代
わ
り
（
に
な
る
か
ど
う
か
も
あ
や
し
い
の
だ
が
）
こ
の
新
装
版
へ
の
序
文
で
、
こ
の
よ
う
な
理
論
的
課
題
の

現
実
的
な
社
会
問
題
に
対
し
て
持
つ
意
義
を
、
読
ん
で
く
だ
さ
る
方
に
も
伝
わ
る
よ
う
書
い
て
み
た
い
と
思
う
。
実

の
と
こ
ろ
こ
の
試
み
が
う
ま
く
い
く
か
、
自
信
は
な
い
。
で
も
以
下
で
は
、
で
き
る
だ
け
簡
潔
に
述
べ
て
み
た
い
と

思
う
。

２
「
支
配
」
と
は
「
強
制
す
る
─
さ
れ
る
」
関
係
？

ま
ず
、「
性
支
配
」
を
め
ぐ
る
論
点
か
ら
。
本
書
で
展
開
す
る
「
性
支
配
」
論
の
特
徴
は
、「
強
制
す
る
―
さ
れ

る
」
と
い
う
関
係
に
「
支
配
」
を
見
る
見
方
と
は
、
異
な
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
「
支
配
」
の
理
論
化
を
試
み
た

の
は
、
次
の
よ
う
な
理
由
か
ら
で
あ
る
。

私
は
長
い
間
、
女
性
個
人
の
「
生
き
方
」
の
是
非
を
論
じ
て
そ
れ
で
事
足
れ
り
と
す
る
よ
う
な
ジ
ェ
ン
ダ
ー
論
に
、

不
満
を
持
っ
て
い
た
。
確
か
に
ほ
と
ん
ど
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
論
は
、「
ジ
ェ
ン
ダ
ー
が
男
女
間
の
不
平
等
な
関
係
や
性

支
配
を
生
み
出
し
て
い
る
」
と
論
じ
て
い
る
。
け
れ
ど
も
そ
の
多
く
は
、
そ
の
原
因
を
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
を
内
面
化
し

た
女
性
自
身
に
求
め
が
ち
で
あ
る
。
あ
た
か
も
、
性
差
別
的
な
社
会
構
造
が
維
持
さ
れ
て
い
る
の
は
、
多
く
の
女
性

が
自
分
の
意
志
を
持
た
ず
「
主
体
性
」
を
欠
い
て
い
る
せ
い
で
あ
る
か
の
よ
う
に
。「
生
き
方
」
を
論
じ
る
の
は
構
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わ
な
い
。
し
か
し
、
あ
た
か
も
「
女
性
の
生
き
方
」
こ
そ
が
「
ジ
ェ
ン
ダ
ー
平
等
実
現
」
の
鍵
を
握
っ
て
い
る
か
の

よ
う
な
言
い
方
は
、
い
か
が
な
も
の
か
。
あ
ま
り
に
も
女
性
に
責
任
を
負
わ
せ
す
ぎ
で
は
な
い
か
。
結
局
の
と
こ
ろ
、

犠
牲
者
を
責
め
る
と
い
う
、
支
配
者
が
良
く
や
る
や
り
方
に
、
似
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
し
か
も
、
こ
の
よ
う
な

論
じ
方
に
は
、
か
な
り
噓
が
あ
る
。
日
常
生
活
で
出
会
う
女
性
た
ち
の
多
く
は
、
人
の
言
い
な
り
に
な
る
よ
う
な
、

自
分
の
意
志
を
持
た
な
い
人
で
は
全
く
な
い
。
む
し
ろ
女
性
た
ち
の
多
く
に
、
十
分
な
社
会
認
識
の
上
で
、
自
分
に

と
っ
て
少
し
で
も
良
い
と
思
え
る
生
き
方
を
非
常
に
賢
く
選
ん
で
い
る
と
、
感
心
さ
せ
ら
れ
る
。
ま
た
歴
史
を
少
し

学
ぶ
だ
け
で
も
、
男
女
平
等
が
認
め
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
時
代
の
女
性
た
ち
も
、「
主
体
的
に
」
た
く
ま
し
く
戦
略

的
に
生
き
て
い
た
こ
と
が
よ
く
わ
か
る
。

で
は
な
ぜ
ジ
ェ
ン
ダ
ー
論
は
、
現
代
社
会
の
「
ジ
ェ
ン
ダ
ー
不
平
等
」
な
状
況
を
論
じ
る
時
に
、
女
性
が
あ
た
か

も
「
非
主
体
的
」
で
あ
る
か
の
よ
う
に
描
い
て
し
ま
い
が
ち
に
な
る
の
だ
ろ
う
か
。
私
見
で
は
お
そ
ら
く
こ
こ
に
は
、

「
支
配
に
関
す
る
暗
黙
の
社
会
理
論
」
が
関
与
し
て
い
る
の
だ
。
そ
れ
は
、
も
し
そ
こ
に
「
支
配
」
関
係
が
成
立
す

る
と
す
る
な
ら
、「
強
制
す
る
―
さ
れ
る
」
と
い
う
関
係
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
、
多
く
の
人
が
暗
黙
に
持

っ
て
い
る
「
も
の
の
考
え
方
」
だ
（
多
く
の
人
が
暗
黙
に
持
っ
て
い
る
人
間
関
係
に
関
す
る
「
も
の
の
考
え
方
」
を
、「
暗

黙
の
社
会
理
論
」
と
呼
ん
で
お
こ
う
）。
論
じ
て
い
る
本
人
は
明
確
に
は
意
識
し
て
い
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
こ
の

よ
う
な
「
暗
黙
の
社
会
理
論
」
を
持
っ
て
い
る
と
、
女
性
の
「
非
主
体
性
」
を
強
調
す
る
こ
と
に
な
り
が
ち
に
な
る
。

女
性
が
「
主
体
的
」
に
社
会
に
参
加
し
て
い
る
と
記
述
す
る
と
、
現
代
社
会
に
お
い
て
女
性
が
子
育
て
を
多
く
負
担

し
た
り
よ
り
条
件
の
悪
い
職
に
つ
い
た
り
し
て
い
る
「
ジ
ェ
ン
ダ
ー
不
平
等
」
な
状
態
に
つ
い
て
、
女
性
自
身
が
自
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ら
選
択
し
て
い
る
と
言
っ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
り
は
し
な
い
か
、
つ
ま
り
「
性
支
配
」（
家
父
長
制
で
も
よ
い
が
）
が
存

在
し
て
い
る
と
い
う
主
張
と
矛
盾
し
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
か
と
、
恐
れ
て
し
ま
う
か
ら
だ
。
そ
の
結
果
、
女
性
の

行
為
を
「
非
主
体
的
」
な
行
為
で
あ
る
か
の
よ
う
な
論
述
に
陥
っ
て
し
ま
い
が
ち
に
な
る
。
ま
た
「
性
支
配
」
を
「
強

制
す
る
―
さ
れ
る
」
と
い
う
枠
組
で
把
握
す
れ
ば
、「
性
支
配
」
の
原
因
を
「
女
性
の
非
主
体
性
」
に
お
い
て
し
ま
う

こ
と
に
な
る
の
で
、
逆
に
「
主
体
的
に
生
き
て
い
る
女
性
」
を
「
性
支
配
を
打
ち
破
る
素
晴
ら
し
い
女
性
」
等
と
評
価

す
る
こ
と
に
も
な
る
。
結
果
と
し
て
「
ジ
ェ
ン
ダ
ー
平
等
」
の
た
め
に
「
女
性
の
生
き
方
」
の
是
非
を
論
じ
、
素
晴

ら
し
い
生
き
方
を
す
る
女
性
を
増
や
す
こ
と
こ
そ
重
要
で
あ
る
か
の
よ
う
な
論
述
を
、
と
っ
て
し
ま
い
が
ち
に
な
る
。

私
見
で
は
、
こ
の
「
支
配
に
関
す
る
暗
黙
の
社
会
理
論
」
が
も
た
ら
す
「
女
性
の
生
き
方
の
是
非
を
言
上
げ
す
る

傾
向
」
は
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
論
や
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
に
か
な
り
強
い
マ
イ
ナ
ス
の
影
響
を
与
え
て
い
る
。
ジ
ェ
ン
ダ
ー
論

嫌
い
の
女
性
の
中
に
は
、「
ジ
ェ
ン
ダ
ー
論
が
女
性
の
生
き
方
の
成
績
簿
や
勤
務
評
定
で
あ
る
か
の
如
く
ふ
る
ま

う
」（
実
際
に
は
多
く
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
論
は
そ
う
で
は
な
い
の
で
、
誤
解
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
と
思
う
が
）
こ
と
を
理
由

と
し
て
挙
げ
る
人
が
い
る
。
も
し
ジ
ェ
ン
ダ
ー
論
が
そ
う
い
う
も
の
だ
と
し
た
ら
、
そ
の
反
感
に
は
、
私
も
共
感
す

る
。
そ
う
で
な
く
て
も
女
性
が
生
き
る
の
は
結
構
大
変
な
こ
と
だ
。
そ
の
う
え
勝
手
な
視
点
か
ら
「
勤
務
評
定
」
さ

れ
た
り
し
た
ら
、
腹
を
立
て
て
当
然
だ
ろ
う
。

ジ
ェ
ン
ダ
ー
論
が
女
性
の
生
き
方
の
是
非
を
論
じ
る
よ
う
な
議
論
の
仕
方
に
な
っ
て
し
ま
う
一
つ
の
理
由
が
、

「
支
配
に
つ
い
て
の
暗
黙
の
社
会
理
論
」
に
あ
る
と
す
る
な
ら
、
問
題
な
の
は
、
そ
う
し
た
「
暗
黙
の
社
会
理
論
」

を
打
破
す
る
こ
と
で
あ
る
は
ず
だ
。
そ
れ
な
ら
、
そ
れ
と
は
違
う
「
ジ
ェ
ン
ダ
ー
と
性
支
配
」
の
関
連
性
を
描
き
出
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せ
ば
よ
い
で
は
な
い
か
。『
ジ
ェ
ン
ダ
ー
秩
序
』
を
書
く
に
あ
た
っ
て
根
底
に
あ
っ
た
の
は
、
既
存
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー

論
に
対
す
る
こ
ん
な
不
満
で
あ
っ
た
。

３
「
主
体
的
に
」
行
為
し
て
い
て
も
「
性
支
配
」
は
成
立
す
る

他
方
、
女
性
が
自
由
に
も
の
を
考
え
、
自
分
自
身
の
判
断
で
行
為
し
て
い
る
こ
と
を
強
調
す
る
論
の
多
く
は
、

「
だ
か
ら
も
う
性
差
別
な
ん
か
な
い
」
か
の
よ
う
な
議
論
の
仕
方
を
行
い
が
ち
に
な
る
。「
強
制
」
を
要
件
と
す
る

「
支
配
」
論
で
は
、
自
分
自
身
の
考
え
に
基
づ
い
て
行
為
す
る
の
で
あ
れ
ば
、「
支
配
」
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と

に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
そ
う
だ
ろ
う
か
？

私
た
ち
の
社
会
的
実
践
は
、
他
者
か
ら
の
認
証
や
承
認
・
支

援
な
し
に
は
う
ま
く
い
か
な
い
こ
と
が
多
い
。
女
性
だ
か
ら
と
い
う
理
由
で
、
発
言
し
て
も
無
視
さ
れ
た
り
、
依
頼

し
て
も
拒
否
さ
れ
た
り
す
る
こ
と
が
多
け
れ
ば
、
女
性
は
男
性
に
比
較
し
て
、「
で
き
る
」
こ
と
が
限
ら
れ
て
く
る
。

そ
こ
か
ら
「
支
配
」
も
生
ま
れ
る
の
で
は
な
い
か
。
本
書
の
第
四
章
「
ジ
ェ
ン
ダ
ー
秩
序
」
で
は
、「
性
別
分
業
」

と
「
異
性
愛
」
か
ら
な
る
「
ジ
ェ
ン
ダ
ー
秩
序
」
が
、
ほ
ぼ
自
動
的
に
様
々
な
領
域
で
、「
性
支
配
」
を
産
出
し
て

い
く
と
い
う
こ
と
を
、
論
じ
て
い
る
。




