
i

増
補
改
訂
版
へ
の
ま
え
が
き

い
ま
自
分
が
書
い
て
い
る
本
を
も
と
に
授
業
し
た
こ
と
は
、
た
び
た
び
あ
る
。『
言
語
哲
学
大
全
』
の
ど
の
巻
も
、
そ
の
よ
う
に
し
て

書
か
れ
た
。
し
か
し
、
す
で
に
書
き
上
げ
た
本
を
「
教
科
書
」
と
し
て
授
業
を
し
た
こ
と
は
、
こ
れ
ま
で
に
一
度
し
か
な
い
。
そ
れ
は
、

『
言
語
哲
学
大
全
』
の
第
Ⅳ
巻
が
出
版
さ
れ
た
翌
年
に
、
第
Ⅰ
巻
を
教
科
書
に
指
定
し
て
「
フ
レ
ー
ゲ
と
ラ
ッ
セ
ル
」
と
い
う
題
の
授
業

を
行
っ
た
と
き
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
教
科
書
に
沿
っ
て
授
業
を
し
た
の
は
最
初
の
一
、
二
回
だ
け
で
、
そ
の
後
は
も
う
、
教
科
書
は
あ
ま
り
関
係
な
く
な
っ
て

し
ま
っ
た
。
い
ち
ば
ん
大
き
な
原
因
は
、
自
分
で
話
し
て
い
て
退
屈
し
て
し
ま
う
こ
と
で
あ
る
。
自
分
が
む
か
し
書
い
た
こ
と
を
取
り
上

げ
て
、
批
判
す
る
の
な
ら
ば
良
か
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
な
か
な
か
そ
こ
ま
で
距
離
は
取
れ
な
い
。
よ
っ
て
、
一
度
し
た
話
を
繰
り

返
す
の
を
避
け
て
、
フ
レ
ー
ゲ
に
つ
い
て
は
、
言
語
哲
学
よ
り
は
数
学
の
哲
学
、
ラ
ッ
セ
ル
に
つ
い
て
は
、「
表
示
に
つ
い
て
」
の
解
説

よ
り
は
、
ス
ト
ロ
ー
ソ
ン
以
後
の
確
定
記
述
句
の
意
味
論
と
い
う
具
合
に
、「
教
科
書
」
に
は
載
っ
て
い
な
い
話
を
し
た
。

こ
う
し
た
経
験
が
あ
っ
た
の
で
、
電
子
化
に
伴
い
、『
言
語
哲
学
大
全
』
の
新
版
を
作
る
と
い
う
話
を
も
ら
っ
て
、
す
ぐ
考
え
た
の
は
、

も
と
の
テ
キ
ス
ト
に
手
を
つ
け
出
し
た
ら
、
き
り
が
な
く
な
る
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
も
と
の
テ
キ
ス
ト
へ
の
変
更
は
最

小
限
に
と
ど
め
て
、
現
在
の
時
点
か
ら
補
足
が
必
要
だ
と
思
わ
れ
る
箇
所
へ
の
長
め
の
補
註
と
、
初
版
が
出
版
さ
れ
て
以
降
の
展
開
に
つ
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い
て
述
べ
た
「
後
記
」
を
付
け
加
え
て
、「
改
訂
」
よ
り
も
「
増
補
」
の
方
に
力
点
が
あ
る
「
増
補
改
訂
版
」
と
す
る
こ
と
に
し
た
。

初
版
の
テ
キ
ス
ト
へ
の
変
更
は
、
主
に
、
句
読
点
と
カ
ッ
コ
類
の
使
い
方
に
と
ど
め
た
。
ま
た
、
初
版
よ
り
後
に
出
た
翻
訳
へ
の
参
照
、

お
よ
び
、
文
献
へ
の
指
示
を
、
註
に
付
け
加
え
た
。
こ
う
し
た
追
加
は
、［

］
で
く
く
っ
た
。［

］
は
、
初
版
で
、
引
用
の
際
に
私
が

補
足
す
る
場
合
に
も
使
っ
て
い
た
が
、
ど
ち
ら
の
使
い
方
が
さ
れ
て
い
る
か
は
、
コ
ン
テ
キ
ス
ト
か
ら
明
瞭
だ
ろ
う
。

三
十
五
年
も
前
に
出
し
た
本
を
、
改
訂
し
増
補
す
る
な
ど
と
い
う
こ
と
が
可
能
に
な
っ
た
の
は
、
こ
の
間
に
わ
た
っ
て
、
こ
の
本
を
求

め
続
け
て
く
れ
た
多
く
の
読
者
と
、
こ
の
本
を
出
し
続
け
て
く
れ
た
出
版
社
の
お
か
げ
で
あ
る
。
こ
れ
か
ら
も
、
こ
の
本
が
、
紙
の
本
と

し
て
、
あ
る
い
は
、
電
子
化
さ
れ
た
本
と
し
て
、
新
た
な
読
者
を
獲
得
で
き
る
な
ら
ば
、
ま
こ
と
に
あ
り
が
た
い
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
増
補
改
訂
版
を
出
す
に
あ
た
っ
て
は
、
勁
草
書
房
編
集
部
の
土
井
美
智
子
さ
ん
に
、
す
っ
か
り
お
世
話
に
な
り
ま
し
た
。
あ
り
が

と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
で
も
、
ま
だ
第
Ⅰ
巻
が
終
わ
っ
た
だ
け
で
、
あ
と
三
巻
残
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
か
ら
も
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。

二
〇
二
二
年
七
月
一
七
日

�

飯
田

隆
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後
記

二
〇
二
二
年

1

分
析
哲
学
史
の
中
の
フ
レ
ー
ゲ
と
ラ
ッ
セ
ル

本
書
の
初
版
が
出
た
の
が
一
九
八
七
年
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
か
ら
三
十
五
年
も
経
っ
た
こ
と
に
な
る
。
自
分
の
い
る
年
を
「
二
千
何

年
」
と
言
う
こ
と
に
慣
れ
る
こ
と
な
ど
な
い
だ
ろ
う
と
思
っ
て
い
た
の
が
嘘
の
よ
う
で
あ
る
。

こ
れ
だ
け
の
年
月
が
経
て
ば
、
い
く
ら
進
歩
が
な
い
と
言
わ
れ
る
哲
学
で
も
、
い
ろ
い
ろ
な
変
化
が
あ
る
。
そ
の
中
に
は
、
た
だ
の
流

行
に
よ
る
も
の
も
あ
る
が
、
そ
う
と
は
片
付
け
ら
れ
な
い
も
の
も
あ
る
。
本
書
で
扱
っ
て
い
る
事
柄
と
密
接
に
関
係
す
る
変
化
と
し
て
、

二
つ
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

ま
ず
、
ジ
ャ
ン
ル
と
し
て
の
「
分
析
哲
学
史
」
の
確
立
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。
こ
の
ジ
ャ
ン
ル
の
中
に
も
い
く
つ
か
の
サ
ブ
ジ
ャ
ン
ル

が
あ
る
が
、
と
り
わ
け
盛
ん
な
の
は
、「
初
期
分
析
哲
学
史
」
と
い
う
サ
ブ
ジ
ャ
ン
ル
で
あ
る
。
そ
の
主
要
な
研
究
対
象
で
あ
る
、
フ
レ

ー
ゲ
、
ラ
ッ
セ
ル
、
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
と
い
う
三
人
組
は
、
哲
学
史
研
究
の
な
か
で
は
、
い
ま
や
、
デ
カ
ル
ト
、
ス
ピ
ノ
ザ
、
ラ

イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
三
人
組
や
、
ロ
ッ
ク
、
バ
ー
ク
リ
ー
、
ヒ
ュ
ー
ム
の
三
人
組
に
匹
敵
す
る
存
在
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
三
人
の
あ
い
だ
の
影
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響
関
係
、
お
よ
び
、
三
人
そ
れ
ぞ
れ
の
、
と
り
わ
け
三
人
組
の
筆
頭
に
来
る
人
物
の
、
そ
れ
以
前
の
哲
学
と
の
関
係
が
、
事
実
考
証
を
も

と
に
で
あ
っ
た
り
、
あ
る
い
は
、
大
胆
な
仮
説
を
提
起
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
り
と
、
や
り
方
は
さ
ま
ざ
ま
だ
が
、
重
要
な
研
究
課
題
に
な

っ
て
い
る
。

よ
く
言
わ
れ
る
こ
と
だ
が
、
哲
学
史
研
究
に
は
、
歴
史
寄
り
の
そ
れ
と
、
哲
学
寄
り
の
そ
れ
と
が
あ
る
。
歴
史
寄
り
の
哲
学
史
研
究
に

私
は
あ
ま
り
魅
力
を
感
じ
な
い
の
で
、
主
に
哲
学
寄
り
の
哲
学
史
研
究
に
話
を
限
る
。
こ
の
種
類
の
哲
学
史
研
究
は
、
い
わ
ゆ
る
「
後
知

恵
か
ら
の
哲
学
史
」
で
、
過
去
の
哲
学
を
、
そ
れ
が
現
代
の
哲
学
を
ど
れ
だ
け
先
取
り
し
て
い
る
か
と
い
う
観
点
か
ら
見
る
と
思
わ
れ
が

ち
だ
が
、
全
部
が
全
部
そ
う
で
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
第
一
、
そ
れ
で
は
、
哲
学
と
し
て
得
る
と
こ
ろ
が
何
も
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。
哲

学
と
し
て
の
哲
学
史
研
究
が
面
白
い
の
は
、
そ
れ
が
過
去
の
哲
学
の
中
に
、
現
在
で
は
見
失
わ
れ
て
し
ま
っ
た
問
題
や
問
題
へ
の
解
決
、

あ
る
い
は
、
萌
芽
と
し
て
あ
り
な
が
ら
も
、
そ
の
後
の
進
展
の
中
で
展
開
さ
れ
な
い
ま
ま
に
終
わ
っ
て
し
ま
っ
た
発
想
を
見
つ
け
て
き
て

く
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

こ
う
し
た
哲
学
史
研
究
の
、
こ
の
間
に
生
じ
た
目
覚
ま
し
い
例
と
し
て
、
フ
レ
ー
ゲ
の
数
学
の
哲
学
の
再
評
価
が
あ
る
。
本
書
に
お
け

る
フ
レ
ー
ゲ
へ
の
見
方
を
決
定
し
た
ダ
メ
ッ
ト
の
『
フ
レ
ー
ゲ
―
―
言
語
哲
学
』
の
初
版
が
出
た
の
は
一
九
七
三
年
だ
が
、
そ
こ
で
か
れ

は
、
フ
レ
ー
ゲ
の
数
学
の
哲
学
は
、
そ
の
言
語
哲
学
と
違
っ
て
、
現
代
的
な
興
味
を
も
た
な
い
と
書
い
て
い
る
。
ダ
メ
ッ
ト
の
こ
う
し
た

評
価
は
、
そ
の
十
年
後
に
出
た
ラ
イ
ト
の
『
フ
レ
ー
ゲ
と
対
象
と
し
て
の

）
1
（

数
』（
一
九
八
三
）、
お
よ
び
、
一
九
八
〇
年
代
半
ば
か
ら
発
表

さ
れ
出
し
た
ブ
ー
ロ
ス
の
一
連
の
論

）
2
（

文
に
よ
っ
て
、
覆
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
フ
レ
ー
ゲ
の
主
著
『
算
術
の
基
本
法
則
』
は
「
法
則
Ｖ
」
と
呼
ば
れ
る
公
理
の
た
め
に
矛
盾
が
生
じ
る

こ
と
が
わ
か
っ
た
。
ラ
ッ
セ
ル
の
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
で
あ
る
。
こ
の
た
め
に
、
フ
レ
ー
ゲ
の
体
系
は
長
ら
く
救
い
が
た
い
も
の
と
み
な
さ
れ

て
き
た
。
こ
の
「
常
識
」
を
覆
し
た
の
が
、
ラ
イ
ト
と
ブ
ー
ロ
ス
で
あ
る
。
か
れ
ら
は
、
フ
レ
ー
ゲ
の
体
系
の
す
べ
て
を
捨
て
去
る
必
要

が
な
い
こ
と
を
示
し
た
。
す
な
わ
ち
、
ブ
ー
ロ
ス
が
「
ヒ
ュ
ー
ム
の
原
理
」
と
名
付
け
た
命
題
さ
え
仮
定
す
れ
ば
、
二
階
の
論
理
の
中
で

「
二
階
ペ
ア
ノ
算
術
」
と
呼
ば
れ
る
算
術
の
公
理
が
す
べ
て
導
出
で
き
る
。
フ
レ
ー
ゲ
は
、
ヒ
ュ
ー
ム
の
原
理
を
法
則
Ｖ
か
ら
導
出
し
た
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が
、
法
則
Ｖ
と
独
立
に
ヒ
ュ
ー
ム
の
原
理
を
論
理
的
真
理
と
し
て
正
当
化
で
き
れ
ば
、
フ
レ
ー
ゲ
と
ラ
ッ
セ
ル
が
目
指
し
た
論
理
主
義
を

改
め
て
擁
護
す
る
可
能
性
が
出
て
く
る
。
よ
っ
て
、
こ
の
発
見
は
、
フ
レ
ー
ゲ
の
業
績
の
再
評
価
に
と
ど
ま
ら
ず
、
論
理
主
義
を
現
在
の

数
学
の
哲
学
に
復
活
さ
せ
る
効
果
も
も
っ

）
3
（

た
。

い
ま
や
フ
レ
ー
ゲ
が
分
析
哲
学
の
祖
と
さ
れ
て
い
る
せ
い
か
、
フ
レ
ー
ゲ
へ
の
入
門
書
は
、
こ
の
間
に
数
多
く
出
版
さ
れ

）
4
（

た
。「
デ
カ

ル
ト
か
ら
フ
レ
ー
ゲ
ま
で
」
と
謳
っ
た
哲
学
史
の
本
ま
で
あ
る
。
だ
が
、
本
書
の
主
題
で
あ
る
言
語
哲
学
に
関
し
て
は
、
ダ
メ
ッ
ト
の
存

在
が
大
き
す
ぎ
る
せ
い
な
の
か
、
か
れ
の
『
フ
レ
ー
ゲ
―
―
言
語
の
哲
学
』
が
与
え
た
よ
う
な
衝
撃
と
ま
で
は
言
わ
な
く
と
も
、
フ
レ
ー

ゲ
に
対
す
る
新
鮮
な
見
方
を
提
供
し
て
く
れ
る
も
の
は
多
く
は
な
い
。
私
が
読
ん
で
感
心
し
た
も
の
に
は
、
ダ
イ
ア
モ
ン
ド
と
リ
ケ
ッ
ツ

の
仕
事
が
あ

）
5
（

る
。
ど
ち
ら
も
、
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
が
フ
レ
ー
ゲ
か
ら
何
を
学
ん
だ
の
か
と
い
う
点
に
焦
点
を
あ
て
て
い
る
。

フ
レ
ー
ゲ
の
著
作
の
数
は
そ
れ
ほ
ど
多
く
な
い
し
、
さ
ら
に
は
、
そ
の
遺
稿
の
半
数
以
上
が
第
二
次
大
戦
中
の
空
襲
で
焼
け

）
6
（

た
と
い
う

事
情
も
あ
っ
て
、
二
〇
二
一
年
現
在
、
世
界
で
唯
一
の
ま
と
ま
っ
た
著
作
集
と
し
て
、
日
本
が
誇
っ
て
よ
い
『
フ
レ
ー
ゲ
著
作
集
』
は
、

そ
れ
ほ
ど
厚
く
な
い
本
六
冊
で
す
ん
で
い
る
。
ま
た
、
ラ
ッ
セ
ル
の
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
の
出
現
の
よ
う
な
劇
的
な
出
来
事
は
あ
る
に
せ
よ
、

フ
レ
ー
ゲ
の
人
生
が
、
と
く
に
大
き
な
事
件
の
な
い
、
一
九
世
紀
ド
イ
ツ
の
学
者
の
典
型
的
な
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
決
定
版
の
伝
記

と
し
て
長
年
待
た
れ
て
い
た
ク
ラ
イ
ザ
ー
の
も

）
7
（

の
が
、
多
く
の
人
か
ら
、
う
ん
ざ
り
す
る
ほ
ど
退
屈
だ
と
思
わ
れ
た
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
。

言
う
ま
で
も
な
く
、
ラ
ッ
セ
ル
は
、
こ
れ
ら
す
べ
て
と
対
照
的
で
あ
る
。
ま
ず
、
ラ
ッ
セ
ル
は
百
歳
近
く
ま
で
生
き
、
そ
の
間
に
さ
ま

ざ
ま
な
ジ
ャ
ン
ル
に
わ
た
っ
て
多
数
の
著
書
を
著
し
た
だ
け
で
な
く
、
じ
つ
に
多
く
の
論
文
や
論
説
を
残
し
た
。
発
表
さ
れ
ず
に
終
わ
っ

て
遺
稿
と
し
て
残
さ
れ
た
も
の
も
数
多
い
。
そ
う
し
た
文
章
を
集
大
成
す
るT

he Collected Papers of Bertrand R
ussell

（
正
確
に

は
、「
ラ
ッ
セ
ル
全
論
文
集
」
だ
が
、
以
下
で
は
「
ラ
ッ
セ
ル
全
集
」
と
し
て
参
照
す
る
）
は
、
一
九
八
三
年
に
刊
行
が
始
ま
っ
て
い
る
が
、

索
引
の
巻
も
含
め
て
全
部
で
三
十
六
巻
か
ら
成
る
予
定
だ
と
い
う
。
見
た
こ
と
の
あ
る
ひ
と
な
ら
ば
わ
か
る
よ
う
に
、
た
い
て
い
の
巻
は

厚
く
て
ず
っ
し
り
と
重
い
。
と
り
わ
け
、
本
書
と
関
係
の
深
い
巻
は
際
立
っ
て
い
る
。『
数
学
の
原
理
』
を
準
備
し
て
い
た
時
期
（
一
九

〇
〇
～
一
九
〇
二
）
の
第
三
巻
（
一
九
九
三
年
刊
行
）
は
千
頁
近
く
あ
り
、
続
く
「
表
示
に
つ
い
て
」
に
至
る
時
期
（
一
九
〇
三
～
一
九
〇
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五
）
の
第
四
巻
（
一
九
九
四
年
刊
行
）
も
八
百
頁
の
厚
さ
で
あ
る
。

ラ
ッ
セ
ル
の
生
涯
が
さ
ま
ざ
ま
な
事
件
に
富
ん
で
い
る
こ
と
も
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
か
れ
は
、
大
学
の
職
を
二
度
も
追
わ
れ
て
い
る

―
―
一
度
目
は
、
第
一
次
大
戦
中
の
反
戦
活
動
の
せ
い
で
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
大
学
か
ら
、
二
度
目
は
、
第
二
次
大
戦
の
直
前
に
自
由
主
義
的

な
道
徳
観
の
た
め
に
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
市
立
大
学
か
ら
。
他
方
で
か
れ
は
、
ノ
ー
ベ
ル
文
学
賞
を
受
賞
し
て
い
る
（
一
九
五
〇
）。
ラ
ッ

セ
ル
は
生
前
、
分
析
哲
学
の
創
始
者
の
ひ
と
り
と
し
て
よ
り
も
む
し
ろ
、
相
対
性
理
論
か
ら
結
婚
論
に
至
る
ま
で
の
幅
広
い
主
題
に
わ
た

る
著
書
を
も
ち
、
婦
人
参
政
権
運
動
か
ら
ベ
ト
ナ
ム
戦
争
反
対
運
動
ま
で
一
貫
し
て
リ
ベ
ラ
ル
の
立
場
で
活
動
し
た
「
哲
学
者
」
と
し
て

知
ら
れ
て
い
た
。

ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
優
れ
た
伝
記
を
書
い
た
モ
ン
ク
が
、
次
の
主
題
と
し
て
ラ
ッ
セ
ル
を
選
ん
だ
の
は
自
然
に
み
え

）
8
（

る
。
や
は

り
一
巻
本
で
は
無
理
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
第
一
巻
が
一
九
九
六
年
に
、
続
く
第
二
巻
は
二
〇
〇
〇
年
に
出
て
い

）
9
（

る
。
た
だ
し
、
こ
の
本
も
、

フ
レ
ー
ゲ
に
つ
い
て
の
ク
ラ
イ
ザ
ー
の
伝
記
と
は
ま
っ
た
く
別
の
意
味
で
残
念
な
も
の
と
私
に
は
思
わ
れ
る
。
た
し
か
に
そ
こ
で
描
か
れ

て
い
る
人
生
は
退
屈
な
も
の
で
は
な
い
が
、
こ
の
伝
記
が
残
す
後
味
は
決
し
て
気
持
ち
の
良
い
も
の
で
は
な
い
。
モ
ン
ク
は
ラ
ッ
セ
ル
に

対
し
て
フ
ェ
ア
で
は
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
印
象
が
強
く
残
る
伝
記
だ
っ

）
（1
（

た
。

こ
の
よ
う
に
、
本
書
の
初
版
が
出
て
か
ら
の
三
十
五
年
ほ
ど
の
あ
い
だ
に
、
ラ
ッ
セ
ル
に
つ
い
て
の
基
礎
資
料
と
伝
記
的
事
実
に
は
、

前
よ
り
も
ず
っ
と
近
付
き
や
す
く
な
っ
て
い
る
。
ラ
ッ
セ
ル
と
一
九
世
紀
末
イ
ギ
リ
ス
の
観
念
論
哲
学
と
の
関
係
に
焦
点
を
あ
て
た
優
れ

た
研
究
書
が
一
九
九
〇
年
代
初
頭
に
二
冊
世
に
出
た
が
、
こ
れ
が
、
ラ
ッ
セ
ル
全
集
の
第
一
巻
が
刊
行
さ
れ
た
後
で
あ
る
の
は
、
偶
然
で

は
な
い
だ
ろ

）
（（
（

う
。

同
じ
頃
に
出
版
さ
れ
た
ニ
ー
ル
の
『
記

）
（1
（

述
』
は
、
哲
学
史
的
研
究
と
い
う
よ
り
は
、
言
語
哲
学
に
属
す
る
本
で
あ
る
が
、
ラ
ッ
セ
ル
の

記
述
の
理
論
に
対
す
る
ス
ト
ロ
ー
ソ
ン
の
批
判
（
一
九
五
〇
）
以
来
、
支
持
者
を
失
っ
た
よ
う
に
み
え
た
、
こ
の
理
論
を
言
語
哲
学
の
現

場
に
復
帰
さ
せ
る
効
果
を
も
っ
た
。
二
〇
〇
五
年
は
、
記
述
の
理
論
が
最
初
に
述
べ
ら
れ
た
「
表
示
に
つ
い
て
」
が
出
版
さ
れ
て
か
ら
百

年
経
っ
た
と
い
う
の
で
、
こ
の
論
文
が
も
と
も
と
発
表
さ
れ
た
『
マ
イ
ン
ド
』
誌
が
四
百
頁
以
上
の
特
集
号
を
出
し

）
（1
（

た
だ
け
で
な
く
、
前
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年
に
は
分
厚
い
論
文
集
も
出
版
さ
れ

）
（1
（

た
。
だ
が
、
こ
こ
に
収
め
ら
れ
た
論
文
の
多
く
―
―
後
者
の
場
合
は
ほ
ぼ
全
部
―
―
は
、
ラ
ッ
セ
ル

の
理
論
そ
の
も
の
と
い
う
よ
り
は
、
著
者
の
関
心
に
応
じ
て
、
そ
れ
を
さ
ま
ざ
ま
な
場
面
に
適
用
す
る
た
め
に
拡
張
し
た
り
変
更
し
た
り

す
る
こ
と
に
専
念
し
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
。『
数
学
の
原
理
』
か
ら
「
表
示
に
つ
い
て
」
ま
で
の
時
期
を
カ
バ
ー
し
て
い
る
全
集
の
第

三
巻
と
第
四
巻
を
も
と
に
し
た
大
部
の
研
究
書
の
出
版
が
待
た
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
、
フ
レ
ー
ゲ
と
ラ
ッ
セ
ル
は
、
後
知
恵
か
ら
の
哲
学
史
、
つ
ま
り
、
哲
学
の
な
か
で
最
近
に
な
っ
て
出
て
き
た
理
論
や
見
方

が
、
過
去
の
哲
学
の
な
か
で
先
取
り
さ
れ
て
い
た
り
、
そ
の
逆
に
、
無
視
さ
れ
て
い
た
り
す
る
こ
と
に
焦
点
を
合
わ
せ
る
哲
学
史
研
究
の

格
好
の
標
的
で
あ
る
。
数
学
の
哲
学
に
関
連
す
る
話
題
が
多
い
が
、
言
語
哲
学
の
中
で
と
く
に
議
論
に
な
っ
て
き
た
の
は
、
自
然
言
語
に

対
す
る
か
れ
ら
の
態
度
で
あ
る
。

こ
こ
で
も
、
フ
レ
ー
ゲ
の
方
が
取
り
上
げ
や
す
い
と
み
え
て
、
議
論
が
集
中
し
て
い
る
感
じ
が
す
る
。
ひ
と
つ
に
は
、
ラ
ッ
セ
ル
の
言

語
哲
学
は
、『
数
学
の
原
理
』（
一
九
〇
三
）
か
ら
『
数
学
原
理
』（
一
九
一
〇
～
一
九
一
三
）
の
時
期
、
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
か
ら
の

大
き
な
影
響
を
受
け
た
『
論
理
的
原
子
論
の
哲
学
』（
一
九
一
八
）
を
中
心
と
す
る
時
期
、
そ
れ
に
『
意
味
と
真
理
の
探
究
』（
一
九
四

〇
）
以
後
と
、
少
な
く
と
も
三
つ
の
異
な
る
時
期
に
区
分
す
る
こ
と
が
で
き
、
そ
の
間
に
さ
ま
ざ
ま
な
違
い
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
自
然

言
語
と
ラ
ッ
セ
ル
と
の
関
係
が
問
題
と
な
る
と
き
取
り
上
げ
ら
れ
る
の
は
や
は
り
、
最
初
の
時
期
、
な
か
で
も
「
表
示
に
つ
い
て
」
を
中

心
と
す
る
記
述
の
理
論
で
あ
る
。

フ
レ
ー
ゲ
と
ラ
ッ
セ
ル
の
論
理
学
は
、
数
学
の
証
明
を
表
現
す
る
た
め
に
作
ら
れ
た
た
め
に
、
そ
の
た
め
に
必
要
で
は
な
い
自
然
言
語

の
特
徴
は
切
り
捨
て
ら
れ
た
。
こ
う
し
て
論
理
学
の
言
語
か
ら
追
放
さ
れ
た
も
の
の
中
に
は
、
時
制
を
始
め
と
す
る
文
脈
依
存
表
現
、

「
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
か
「
か
も
し
れ
な
い
」
と
い
っ
た
さ
ま
ざ
ま
な
種
類
の
様
相
表
現
、「
～
と
思
う
」
や
「
～
こ
と
を
望
む
」
と

い
っ
た
間
接
話
法
を
構
成
す
る
表
現
な
ど
が
あ
る
。
こ
う
し
た
表
現
に
つ
い
て
フ
レ
ー
ゲ
が
何
を
語
っ
た
か
は
、
多
く
の
言
語
哲
学
者
の

興
味
を
引
い
て
き
た
。
と
り
わ
け
、
文
脈
依
存
表
現
と
間
接
話
法
を
構
成
す
る
表
現
に
つ
い
て
論
じ
る
際
に
フ
レ
ー
ゲ
か
ら
始
め
る
哲
学

者
も
多
い
。
こ
れ
ら
の
特
徴
に
つ
い
て
は
、
本
書
お
よ
び
後
続
す
る
巻
で
も
触
れ
て
い
る
の
で
、
こ
こ
で
は
、
ど
の
巻
で
も
触
れ
て
い
な
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い
自
然
言
語
の
重
要
な
特
徴
に
つ
い
て
の
フ
レ
ー
ゲ
と
ラ
ッ
セ
ル
の
対
応
に
つ
い
て
簡
単
に
述
べ
た
い
。

自
然
言
語
の
中
に
は
、
複
数
性
を
表
示
す
る
た
め
の
特
別
の
機
構
を
備
え
た
言
語
が
あ
る
。
フ
レ
ー
ゲ
の
ド
イ
ツ
語
、
ラ
ッ
セ
ル
の
英

語
、
ど
ち
ら
も
こ
の
種
類
の
言
語
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
ひ
と
り
の
人
や
ひ
と
つ
の
物
に
つ
い
て
話
し
て
い
る
の
か
、
そ
れ
と
も
、
複

数
の
人
や
物
に
つ
い
て
話
し
て
い
る
の
か
は
、
言
葉
の
形
に
よ
っ
て
区
別
さ
れ
る
。
だ
が
、
フ
レ
ー
ゲ
と
ラ
ッ
セ
ル
の
論
理
学
の
言
語
に

単
数
と
複
数
の
区
別
は
な
い
。
そ
の
理
由
は
、
こ
の
言
語
が
数
に
つ
い
て
中
立
的
だ
か
ら
で
は
な
く
、
単
数
を
基
本
と
す
る
言
語
だ
か
ら

で
あ
る
。
複
数
の
人
や
物
に
つ
い
て
語
っ
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
命
題
は
、
そ
れ
が
、
ひ
と
り
の
人
や
ひ
と
つ
の
物
に
つ
い
て
の
命
題
か

ら
、
こ
の
言
語
に
備
わ
っ
て
い
る
論
理
的
操
作
に
よ
っ
て
構
成
で
き
る
も
の
以
外
は
、
こ
の
言
語
に
属
す
る
命
題
で
あ
る
と
は
認
め
ら
れ

な
い
。
た
と
え
ば
、
英
語
の
文
、

⑴

John�and�T
om

�are�students.

と
い
う
文
の
主
語
は
「John�and�T
om

」
と
い
う
複
数
で
あ
る
か
ら
、
動
詞
は
複
数
形
「are

」
で
あ
り
、
補
語
も
複
数
形
の
「stu-

dents

」
で
あ
る
が
、
こ
の
文
は
、
次
の
よ
う
に
単
数
形
し
か
現
れ
な
い
二
つ
の
文
の
連
言
と
同
値
で
あ
る
。

⑵

John�is�a�student�and�T
om

�is�a�student.

し
た
が
っ
て
、
⑴
は
、
⑵
に
対
応
す
る
文
が
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
論
理
学
の
言
語
で
も
表
現
で
き
る
。

し
か
し
、
次
の
文
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。

⑶

John�and�T
om

�are�m
arried.
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こ
の
文
に
は
、
⑵
と
同
じ
よ
う
に
単
数
形
だ
け
が
現
れ
る
文
の
連
言
に
書
き
直
せ
る
読
み
も
あ
る
が
、
そ
の
よ
う
に
は
書
き
直
せ
な
い
読

み
も
あ
る
。
そ
ち
ら
の
読
み
は
、
複
数
形
を
用
い
な
け
れ
ば
表
現
で
き
な
い
事
態
を
表
し
て
い
る
。

⑶
の
こ
う
し
た
読
み
を
、
フ
レ
ー
ゲ
と
（
一
時
期
の
）
ラ
ッ
セ
ル
が
ど
う
扱
っ
た
か
を
知
る
材
料
は
揃
っ
て
い
る
。
面
白
い
こ
と
に
、

二
人
の
対
応
は
対
照
的
で
あ
る
。
本
書
の
初
版
が
出
た
頃
は
、
た
ぶ
ん
フ
レ
ー
ゲ
の
対
応
が
正
し
く
、
ラ
ッ
セ
ル
の
そ
れ
は
興
味
深
い
が

無
理
だ
ろ
う
と
判
断
さ
れ
た
だ
ろ
う
。
当
時
の
私
も
そ
う
判
断
し
た
に
違
い
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
間
に
、
こ
の
評
価
は
（
私
も
含
め

て
）
逆
に
な
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
は
、
典
型
的
な
後
知
恵
の
哲
学
史
の
産
物
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
二
十
年
ほ
ど

の
間
に
哲
学
で
市
民
権
を
獲
得
し
た
複
数
論
理
（plural�logic

）
の
観

）
（1
（

点
か
ら
は
、『
数
学
の
原
理
』
の
ラ
ッ
セ
ル
は
先
駆
者
と
み
な
さ

れ
、
フ
レ
ー
ゲ
は
敵
対
者
と
み
な
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

単
数
形
の
文
の
論
理
的
結
合
で
表
せ
な
い
文
を
フ
レ
ー
ゲ
が
ど
う
扱
う
か
は
、
遺
稿
の
『
数
学
に
お
け
る
論

）
（1
（

理
』
か
ら
、
も
っ
と
も
明

瞭
に
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
中
で
フ
レ
ー
ゲ
は
、「
ジ
ー
メ
ン
ス
と
ハ
ル
ス
ケ
は
最
初
の
大
き
な
電
信
網
を
建
設
し
た
」
と
い

う
文
―
―
も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
に
対
応
す
る
ド
イ
ツ
語
の
文
―
―
を
取
り
上
げ
、「
ジ
ー
メ
ン
ス
と
ハ
ル
ス
ケ
」
に
よ
っ
て
表
示
さ
れ
て
い

る
の
は
、
あ
る
複
合
さ
れ
た
対
象
で
あ
り
、
こ
の
対
象
に
つ
い
て
言
明
が
な
さ
れ
て
い
る
と
述
べ
て
い

）
（1
（

る
。
フ
レ
ー
ゲ
の
こ
う
し
た
対
応

は
、
現
在
で
は
、
典
型
的
な
単
称
主
義
（singularism

）
の
立
場
で
あ
り
、
私
は
、
複
数
論
理
の
他
の
支
持
者
と
同
様
、
複
数
性
の
扱
い

方
と
し
て
は
誤
っ
て
い
る
と
考
え

）
（1
（

る
。

他
方
、
ラ
ッ
セ
ル
の
『
数
学
の
原
理
』
で
の
扱
い
方
は
、
フ
レ
ー
ゲ
と
対
照
的
で
あ
る
。
か
れ
は

⑷

Brow
n�and�Jones�are�tw

o�of�M
iss�Sm

ith ’s�suitors.

と
い
う
文
を
取
り
上
げ
て
、「
二
人
で
あ
るbeing�tw

o

」
と
言
わ
れ
て
い
る
の
は
、
ブ
ラ
ウ
ン
と
ジ
ョ
ー
ン
ズ
で
あ
り
、
こ
の
述
語
は
、
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ブ
ラ
ウ
ン
と
ジ
ョ
ー
ン
ズ
の
ひ
と
り
ひ
と
り
に
あ
て
は
ま
る
の
で
も
な
け
れ
ば
、
ブ
ラ
ウ
ン
と
ジ
ョ
ー
ン
ズ
か
ら
成
る
ひ
と
つ
の
全
体
に

あ
て
は
ま
る
の
で
も
な

）
（1
（

い
と
言
う
。
こ
う
言
う
こ
と
で
ラ
ッ
セ
ル
は
明
ら
か
に
、
複
数
論
理
を
先
取
り
す
る
形
で
、
一
度
に
複
数
の
対
象

に
関
し
て
述
語
づ
け
を
行
う
と
い
う
複
数
述
定
（plural�predication

）
を
認
め
て
い
る
。『
数
学
の
原
理
』
の
多
く
の
読
者
を
悩
ま
せ
て

き
た
、
一
と
し
て
の
ク
ラ
ス
と
多
と
し
て
の
ク
ラ
ス
と
い
う
区
別
も
、
ラ
ッ
セ
ル
が
最
近
の
複
数
論
理
と
同
じ
方
向
で
考
え
て
い
る
の
だ

と
わ
か
れ
ば
、
謎
で
は
な
く
な
る
。
ブ
ラ
ウ
ン
と
ジ
ョ
ー
ン
ズ
を
要
素
と
し
て
も
つ
集
合
に
つ
い
て
語
る
と
き
、
わ
れ
わ
れ
は
一
と
し
て

の
ク
ラ
ス
に
つ
い
て
語
っ
て
お
り
、
他
方
、
ブ
ラ
ウ
ン
と
ジ
ョ
ー
ン
ズ
と
い
う
二
人
の
人
物
に
つ
い
て
語
る
と
き
、
わ
れ
わ
れ
は
多
と
し

て
の
ク
ラ
ス
に
つ
い
て
語
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

だ
が
、
一
と
し
て
の
ク
ラ
ス
と
多
と
し
て
の
ク
ラ
ス
と
い
う
区
別
を
堅
持
す
る
た
め
に
は
、
複
数
の
も
の
へ
の
指
示
や
述
定
に
つ
い
て

の
明
晰
な
理
解
が
必
要
で
あ
る
。『
数
学
の
原
理
』
で
ラ
ッ
セ
ル
が
苦
心
し
て
い
る
の
は
、
ま
さ
に
こ
の
点
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
も
し

も
ラ
ッ
セ
ル
が
こ
の
路
線
で
進
ん
だ
な
ら
ば
、
か
れ
は
、
フ
レ
ー
ゲ
の
よ
う
な
単
称
性
に
基
づ
く
論
理
と
は
異
な
る
論
理
―
―
複
数
論
理

―
―
の
創
始
者
に
な
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
、
そ
う
な
ら
な
か
っ
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。「
表
示
に
つ
い
て
」（
一
九
〇
五
）

以
降
、
ラ
ッ
セ
ル
は
む
し
ろ
、
複
数
性
は
自
然
言
語
の
表
面
に
属
す
る
現
象
に
す
ぎ
な
い
と
み
な
す
よ
う
に
な
っ
た
と
み
え

）
11
（

る
。

『
数
学
の
原
理
』
に
は
、
こ
れ
以
外
に
も
、
そ
の
後
標
準
と
な
っ
た
見
方
か
ら
自
由
に
な
っ
て
見
直
し
て
み
れ
ば
、
有
望
で
あ
り
な
が

ら
未
開
拓
に
留
ま
っ
て
い
る
発
想
が
、
ま
だ
ま
だ
、
こ
ろ
が
っ
て
い
そ
う
で
あ
る
。
こ
れ
か
ら
の
研
究
に
十
分
期
待
で
き
る
と
こ
ろ
で
あ

る
。




