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が
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こ
れ
ま
で
の
巻
の
場
合
と
同
じ
く
、
初
版
の
テ
キ
ス
ト
へ
の
変
更
は
最
小
限
に
と
ど
め
た
。
つ
ま
り
、
句
読
点
と
カ
ッ
コ
類
の
使
い
方

を
最
近
の
私
の
使
い
方
に
改
め
た
こ
と
と
、
初
版
よ
り
後
に
出
た
翻
訳
お
よ
び
文
献
へ
の
指
示
を
註
に
付
け
加
え
た
こ
と
が
、
主
で
あ
る
。

日
本
語
以
外
の
著
作
か
ら
の
引
用
に
際
し
て
は
、
既
存
の
訳
を
掲
げ
て
い
る
場
合
も
、
特
に
断
っ
て
い
な
い
限
り
、
私
自
身
の
翻
訳
で
あ

る
。
初
版
の
5
・
3
・
1
節
の
一
一
八
頁
か
ら
一
二
〇
頁
に
か
け
て
誤
り
が
あ
っ
た
の
で
訂
正
し
た
が
、
こ
れ
は
ご
く
一
部
の
読
者
に
だ

け
関
係
す
る
こ
と
だ
ろ
う
。

補
註
は
主
に
第
7
章
に
か
か
わ
る
の
で
、
こ
れ
ま
で
の
よ
う
に
章
ご
と
に
番
号
を
振
る
の
で
は
な
く
、
全
体
を
通
し
て
の
番
号
に
し
た
。

ま
た
、
そ
れ
ぞ
れ
の
補
註
で
何
が
扱
わ
れ
て
い
る
か
が
一
目
で
見
ら
れ
る
よ
う
に
表
題
も
付
け
た
。

本
書
の
初
版
が
出
て
か
ら
三
十
年
近
く
経
つ
が
、
こ
こ
で
扱
っ
た
話
題
に
関
し
て
は
、
一
九
七
〇
年
前
後
に
生
じ
た
よ
う
な
大
き
な
変

化
は
な
い
と
思
わ
れ
る
（
だ
が
、
私
が
気
付
い
て
い
な
い
だ
け
で
、
す
で
に
そ
う
し
た
変
化
は
進
行
し
つ
つ
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
）。
ご
く

限
ら
れ
た
範
囲
で
は
あ
る
が
、
今
回
の
改
訂
増
補
に
あ
た
っ
て
私
が
見
た
限
り
で
大
き
な
印
象
を
与
え
ら
れ
た
の
は
、
着
想
自
体
は
前
か

ら
あ
っ
た
ア
イ
デ
ア
が
、
き
わ
め
て
具
体
的
な
仕
方
で
仕
上
げ
ら
れ
つ
つ
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
補
註
1
で
紹
介
し
た
、
固
有
名
の
変
項
説
、

お
よ
び
、
補
註
5
で
紹
介
し
た
、
命
題
を
測
度
と
み
な
す
命
題
態
度
に
つ
い
て
の
理
論
が
、
そ
れ
で
あ
る
。
こ
う
し
た
例
を
見
る
に
つ
け
、
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哲
学
で
は
、
す
で
に
可
能
な
道
は
す
べ
て
試
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
み
え
て
も
、
常
に
新
し
い
道
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
こ
と
を
痛
感
す

る
。
こ
れ
は
お
お
い
に
勇
気
づ
け
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
巻
に
関
し
て
も
、
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
っ
た
。
コ
ロ
ナ
の
流
行
が
ま
だ
収
ま
ら
な
い

な
か
で
始
ま
っ
た
こ
の
巻
の
制
作
の
全
期
間
に
わ
た
っ
て
、
細
か
な
配
慮
を
し
て
い
た
だ
い
た
だ
け
で
な
く
、
遠
隔
の
地
か
ら
の
私
の
注

文
に
も
こ
た
え
て
い
た
だ
け
た
こ
と
は
本
当
に
あ
り
が
た
か
っ
た
。
ま
た
、
校
正
に
際
し
て
は
、
第
Ⅱ
巻
に
引
き
続
き
、
高
取
正
大
氏
の

手
を
わ
ず
ら
わ
せ
た
。
丁
寧
に
見
て
い
た
だ
い
た
こ
と
に
心
か
ら
感
謝
す
る
。

　
　
　
　

二
〇
二
三
年
一
一
月
三
〇
日

�

飯
田　

隆　
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6　

様
相
虚
構
主
義

可
能
世
界
の
本
性
を
問
題
に
す
る
の
で
は
な
く
、
可
能
世
界
の
概
念
を
用
い
て
さ
ま
ざ
ま
な
分
野
で
探
究
を
行
う
哲
学
者
や
言
語
学
者
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の
多
く
は
、
可
能
世
界
に
つ
い
て
の
話
を
文
字
通
り
に
取
る
こ
と
は
し
な
い
。
そ
れ
は
む
し
ろ
、
あ
る
種
の
虚
構
（
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
）
で

あ
る
と
さ
え
考
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
を
ま
と
も
に
取
っ
て
、
可
能
世
界
を
真
剣
に
虚
構
と
し
て
考
察
し
よ
う
と
す
る
、
様
相
虚
構
主
義

（m
odal�fictionalism

）
と
い
う
立
場
が
生
ま
れ
た
の
も
当
然
か
も
し
れ
な
い
。
実
際
、
こ
の
三
十
年
ほ
ど
の
あ
い
だ
に
、
こ
の
立
場
は
、

可
能
世
界
を
め
ぐ
る
哲
学
的
議
論
の
中
心
を
占
め
る
ま
で
に
な
っ
て
い

）
11
（

る
。
可
能
世
界
の
話
を
文
字
通
り
に
受
け
取
る
哲
学
者
や
言
語
学

者
は
ほ
と
ん
ど
い
な
い
の
に
、
な
ぜ
可
能
世
界
論
は
こ
れ
ほ
ど
の
成
功
を
収
め
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
の
大
き
な
理
由
は
、
様
相
的
事
柄
に

つ
い
て
の
わ
れ
わ
れ
の
直
観
が
、
そ
れ
ほ
ど
体
系
的
で
も
、
ま
た
、
一
貫
し
て
い
る
わ
け
で
も
な
い
と
い
う
事
実
に
あ
る
。
さ
ま
ざ
ま
な

選
択
肢
を
示
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
う
し
た
直
観
を
整
理
し
体
系
化
す
る
の
に
、
可
能
世
界
論
が
有
効
で
あ
っ
た
こ
と
は
ま
ち
が
い
な
い
。

と
り
わ
け
役
に
立
っ
た
の
は
、
可
能
世
界
論
が
絵
に
描
く
こ
と
が
で
き
、
そ
れ
ゆ
え
、
操
作
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

可
能
世
界
論
の
こ
の
特
徴
は
、
数
学
の
多
く
の
分
野
の
も
つ
特
徴
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、
一
般
性
を
追
求
す
る
分
野
す
べ
て
に
み
ら
れ
る

特
徴
だ
ろ
う
。

複
数
的
対
象
の
想
定
は
多
く
の
哲
学
者
か
ら
の
非
難
を
浴
び
た
が
、「
お
話
」
と
受
け
取
る
な
ら
ば
、
使
い
方
さ
え
ま
ち
が
え
な
け
れ

ば
、
そ
う
さ
れ
る
筋
合
い
は
な
い
。
複
数
の
も
の
を
そ
の
ま
ま
複
数
の
も
の
と
し
て
扱
う
こ
と
は
、
複
数
的
指
示
や
複
数
的
述
語
づ
け
を

常
に
行
っ
て
い
る
日
本
語
の
話
者
に
と
っ
て
さ
え
む
ず
か
し
い
。
複
数
の
も
の
を
ま
と
め
て
「
ひ
と
つ
」
と
し
て
考
え
る
方
が
ず
っ
と
操

作
し
や
す
い
。
複
数
の
も
の
を
「
ひ
と
つ
」
と
考
え
る
こ
と
が
問
題
を
起
こ
す
の
は
、
あ
ま
り
に
も
た
く
さ
ん
の
も
の
、
た
と
え
ば
、
あ

り
と
あ
ら
ゆ
る
対
象
を
「
ひ
と
つ
」
と
考
え
る
よ
う
な
場
合
で
あ
る
。
こ
れ
を
「
ひ
と
つ
の
」
集
合
と
す
る
と
こ
ろ
か
ら
、
ラ
ッ
セ
ル
の

パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
が
生
じ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
複
数
的
対
象
の
想
定
に
は
限
界
が
あ
る
が
、
問
題
が
生
じ
な
い
と
こ
ろ
で
、
こ
の

想
定
を
使
う
こ
と
は
許
さ
れ
て
よ
い
。

複
数
的
対
象
と
い
う
虚
構
の
想
定
は
、
わ
れ
わ
れ
の
理
解
を
助
け
る
と
い
う
心
理
的
な
理
由
に
よ
る
以
上
の
も
の
で
は
な
い
。
こ
れ
に

対
し
て
、
可
能
世
界
と
い
う
も
の
を
想
定
し
た
く
な
る
の
は
、
心
理
的
な
理
由
も
あ
る
が
、
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。

日
常
の
場
面
で
可
能
性
に
つ
い
て
考
え
る
と
き
、
わ
れ
わ
れ
は
世
界
全
体
に
わ
た
る
可
能
性
の
よ
う
な
も
の
を
考
え
た
り
は
し
な
い
。
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わ
れ
わ
れ
が
考
え
る
の
は
、
ず
っ
と
限
ら
れ
た
範
囲
で
の
可
能
性
で
あ
る
。
こ
れ
か
ら
の
日
本
の
針
路
と
い
っ
た
こ
と
を
考
え
る
と
き
で

あ
っ
て
も
、
わ
れ
わ
れ
が
考
え
る
範
囲
は
、
た
ぶ
ん
地
球
上
の
こ
と
に
限
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
太
陽
系
の
全
体
と
か
、
銀
河
系
の
全
体
と
か

に
考
え
が
及
ぶ
こ
と
は
決
し
て
な
い
。
し
か
し
、
太
陽
系
や
銀
河
系
の
歴
史
に
つ
い
て
考
え
る
こ
と
は
で
き
る
し
、
な
か
に
は
そ
れ
を
専

門
に
し
て
い
る
ひ
と
だ
っ
て
い
る
。
可
能
世
界
を
考
え
る
と
い
う
こ
と
は
、
こ
う
し
た
思
考
を
世
界
の
全
体
に
ま
で
広
げ
る
こ
と
に
す
ぎ

な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

わ
れ
わ
れ
が
考
え
る
可
能
性
は
、
ご
く
限
定
さ
れ
た
範
囲
で
の
可
能
性
で
は
あ
る
が
、
そ
の
範
囲
が
ど
こ
ま
で
で
あ
る
か
は
明
確
で
は

な
い
。「
今
朝
少
し
早
く
家
を
出
て
い
た
ら
、
ど
う
な
っ
て
い
た
だ
ろ
う
か
」
と
考
え
る
と
き
、
自
分
の
行
動
が
影
響
し
た
か
も
し
れ
な

い
範
囲
を
正
確
に
特
徴
づ
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
も
し
も
世
界
全
体
が
そ
う
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
可
能
性
と
し
て
、
可
能
世
界
と
い

う
も
の
を
想
定
で
き
る
な
ら
ば
、
そ
う
し
た
可
能
世
界
の
ひ
と
つ
ひ
と
つ
は
そ
の
細
部
ま
で
決
ま
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
ら
、
異
な
る
可

能
性
の
各
々
を
ひ
と
つ
の
対
象
と
し
て
扱
う
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
よ
う
に
対
象
化
さ
れ
た
可
能
性
、
す
な
わ
ち
、
可
能
世
界
の
集
ま
り

と
し
て
、
自
分
の
可
能
な
行
動
の
影
響
の
範
囲
を
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
範
囲
を
正
確
に
特
徴
づ
け
る
こ
と
は
相
変
わ
ら
ず
で
き

な
い
と
し
て
も
、
そ
れ
が
、
可
能
世
界
と
い
う
対
象
の
全
体
か
ら
成
る
集
ま
り
の
内
の
あ
る
領
域
を
占
め
る
と
み
な
せ
る
こ
と
は
、
少
な

く
と
も
心
理
的
に
は
大
き
な
ち
が
い
に
な
る
。
可
能
世
界
の
ひ
と
つ
ひ
と
つ
を
点
と
し
て
含
む
図
形
中
の
あ
る
領
域
と
し
て
描
く
こ
と
が

で
き
る
か
ら
で
あ
る
。

時
間
的
延
長
を
も
た
な
い
点
と
し
て
の
瞬
間
と
い
う
概
念
は
、
一
定
の
幅
を
も
つ
時
間
的
持
続
か
ら
の
「
理
想
化
」
に
よ
っ
て
得
ら
れ

る
と
考
え
る
の
と
同
様
に
、
常
に
部
分
的
な
状
況
に
だ
け
か
か
わ
る
可
能
性
か
ら
の
「
理
想
化
」
に
よ
っ
て
、
可
能
世
界
の
概
念
が
得
ら

れ
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き

）
1（
（

る
。
だ
が
、
こ
う
し
た
理
想
化
は
、
わ
れ
わ
れ
自
身
に
よ
っ
て
達
成
で
き
る
も
の
だ
ろ
う
か
。

可
能
世
界
に
関
し
て
「
現
実
主
義
」
の
立
場
を
と
る
哲
学
者
（
本
書
一
六
三
頁
以
下
）
は
、
可
能
世
界
と
は
、
現
実
の
存
在
者
か
ら
構

成
さ
れ
た
も
の
と
み
な
す
。
し
か
し
、
ひ
と
つ
の
可
能
世
界
を
構
成
す
る
た
め
に
は
、
そ
の
世
界
を
あ
ら
ゆ
る
細
部
に
わ
た
っ
て
指
定
で

き
る
の
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
可
能
世
界
の
全
体
か
ら
成
る
シ
ス
テ
ム
を
構
成
す
る
た
め
に
は
、
あ
ら
ゆ
る
細
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部
に
わ
た
っ
て
指
定
さ
れ
た
可
能
性
の
全
体
を
構
成
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
、
可
能
世
界
と
は
、
わ
れ
わ
れ
が
構
成
で
き
る
よ

う
な
も
の
で
は
な
い
し
、
仮
に
わ
れ
わ
れ
と
独
立
に
存
在
す
る
と
し
て
も
、
そ
の
細
部
に
わ
た
る
ま
で
わ
れ
わ
れ
が
認
識
で
き
る
よ
う
な

も
の
で
は
な
い
。

可
能
世
界
の
概
念
を
そ
の
哲
学
の
基
礎
に
置
い
た
二
人
の
哲
学
者
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
と
Ｄ
・
ル
イ
ス
に
お
い
て
は
、
こ
う
し
た
問
題
は

生
じ
な
い
。
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
に
と
っ
て
、
現
実
世
界
以
外
の
可
能
世
界
は
、
神
の
知
性
の
う
ち
に
存
在
す
る
。
神
の
知
性
は
無
限
で
あ
る

か
ら
、
神
は
、
あ
ら
ゆ
る
可
能
世
界
を
そ
の
細
部
に
わ
た
っ
て
ま
で
認
識
し
て
い
る
。
他
方
、
ル
イ
ス
に
と
っ
て
、
現
実
世
界
以
外
の
可

能
世
界
は
、
現
実
世
界
と
同
じ
種
類
の
も
の
で
あ
る
か
ら
、
現
実
世
界
と
同
様
の
確
定
性
を
も
っ
て
い
る
。

ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
可
能
世
界
論
も
、
ル
イ
ス
の
そ
れ
も
、
大
き
な
喚
起
力
を
も
っ
て
い
る
。
前
者
を
き
っ
か
け
に
ヴ
ォ
ル
テ
ー
ル
の

『
カ
ン
デ
ィ
ー
ド
』
が
生
ま
れ
、
後
者
が
ジ
ャ
ッ
ク
・
ル
ー
ボ
ー
の
詩
集
『
ル
イ
ス
の
世
界
の
複
数

）
11
（

性
』
を
生
ん
だ
こ
と
に
、
そ
れ
は
よ

く
示
さ
れ
て
い
る
。
だ
が
、
同
時
に
、
か
れ
ら
の
可
能
世
界
論
を
本
気
で
信
じ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
ヴ
ォ
ル
テ
ー
ル
は
も
ち
ろ
ん
信
じ

て
い
な
い
し
、
ル
ー
ボ
ー
も
本
気
で
は
信
じ
て
い
な
い
と
私
は
想
像
す
る
。

�
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