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本
書
は
、
昨
年
十
月
に
私
家
版
と
し
て
刊
行
さ
れ
、
著
者
と
親
し
い
研
究
者
を
中

心
に
配
布
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
著
者
は
こ
の
刊
行
を
終
え
た
二
月
後
に
亡
く
な
ら

れ
た
。
こ
の
書
は
著
者
の
遺
著
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
。

　

筆
者
は
、
こ
の
著
書
の
書
評
を
依
頼
さ
れ
た
も
の
の
、
石
炭
鉱
業
史
を
専
門
に
し

て
い
な
い
者
が
的
確
な
評
を
述
べ
る
こ
と
も
で
き
な
い
の
で
た
め
ら
っ
て
い
た
が
、

生
前
学
窓
を
同
じ
く
し
、
一
時
仕
事
の
机
も
並
べ
た
者
と
し
て
、
著
書
と
著
者
の
紹

介
な
ら
で
き
る
と
思
い
、
こ
の
著
書
を
広
く
知
っ
て
も
ら
う
た
め
に
も
書
か
せ
て
い

た
だ
く
こ
と
に
し
た
。

　

著
書
に
つ
い
て

　

本
書
は
A
4
版
の
大
き
な
版
で
あ
る
。
学
術
書
と
し
て
は
珍
し
い
形
で
あ
る
。
著

者
は
「
は
し
が
き
」
で
、
大
き
な
表
を
載
せ
る
に
あ
た
っ
て
は
こ
の
版
に
す
る
し
か

な
か
っ
た
と
述
べ
て
い
る
が
、
実
際
本
を
繙
く
と
各
章
末
に
、
貸
借
対
照
表
な
ど
の

頁
を
ま
た
ぐ
大
き
な
表
が
い
く
つ
も
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
Ａ
４
版
に
さ
れ
た
こ
と
が

頷
け
る
。

　

さ
て
、
本
書
は
四
つ
の
章
か
ら
な
る
。
各
章
は
そ
れ
ぞ
れ
既
に
論
文
と
し
て
発
表

さ
れ
て
い
る
。
発
表
順
に
並
べ
る
と
次
の
通
り
で
あ
る
。

　

１　
「
創
立
期
貝
島
鉱
業
合
名
会
社
の
資
金
調
達
と
石
炭
販
売
」（『
福
岡
県
地
域

史
研
究
』
第
十
八
号　

西
日
本
文
化
協
会　

二
〇
〇
〇
年
三
月
）

　
　
　
《
本
書
第
二
章
》

　

２　
「
貝
島
鉱
業
合
名
会
社
『
総
勘
定
帳
』
に
見
る
財
務
構
造
の
変
化
」（『
エ

ネ
ル
ギ
ー
史
研
究
』
第
十
八
号　

九
州
大
学
石
炭
研
究
資
料
セ
ン
タ
ー　

二
〇
〇
三
年
三
月
）　　
《
本
書
第
三
章
》

　

３　
「
第
一
次
大
戦
前
後
に
お
け
る
貝
島
一
族
会
の
事
業
展
開
」（『
エ
ネ
ル
ギ
ー

史
研
究
』
第
二
十
号　

九
州
大
学
石
炭
研
究
資
料
セ
ン
タ
ー　

二
〇
〇
五
年

三
月
）　　
《
本
書
第
四
章
》

　

４　
「
創
業
期
貝
島
炭
坑
経
営
の
特
色
―
企
業
内
部
請
負
制
と
補
完
炭
坑
に
つ
い

て
―
」（『
エ
ネ
ル
ギ
ー
史
研
究
』
第
二
十
一
号　

九
州
大
学
記
録
資
料
館　

二
〇
〇
六
年
三
月
）　　
《
本
書
第
一
章
》

　

第
二
章
か
ら
書
き
始
め
、
第
三
章
、
第
四
章
と
進
め
て
、
最
後
に
第
一
章
を
書
き
、

【
書
評
】

　

 
大
谷
秀
樹
『
貝
島
家
の
炭
坑
経
営
―
明
治
・
大
正
期　

会
計
帳
簿
の
分
析
―
』　

―
著
書
と
著
者
に
つ
い
て

山

田

　

秀
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業
務
の
あ
り
方
は
、
大
ノ
浦
・
菅
牟
田
炭
坑
に
お
い
て
も
踏
襲
さ
れ
、
創
業
期
の
貝

島
の
経
営
組
織
は
、
主
要
な
業
務
が
一
族
に
よ
っ
て
請
負
で
な
さ
れ
る
と
い
う
、
本

部
に
よ
る
直
轄
制
と
も
事
業
部
ご
と
の
独
立
採
算
制
と
も
異
な
る
、「
企
業
内
部
請

負
制
」
と
で
も
呼
ぶ
べ
き
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
、
炭
坑
業
の
発
展
過
程
に
出
現
し

た
特
異
な
企
業
形
態
で
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
。
ま
た
、
採
掘
・
運
搬
は
坑
業
受
負

人
の
裁
量
で
あ
っ
た
が
、
川
船
輸
送
と
販
売
は
坑
主
の
管
理
で
あ
っ
た
も
の
の
、
当

時
に
お
い
て
は
輸
送
手
段
を
保
持
し
、
販
売
組
織
を
自
力
で
行
う
こ
と
は
困
難
だ
っ

た
た
め
委
託
せ
ざ
る
を
得
ず
、
そ
れ
が
三
井
物
産
に
販
売
権
を
委
ね
る
こ
と
へ
繋
が

る
こ
と
と
な
っ
た
と
し
て
い
る
。

  

明
治
二
十
四
年
の
選
定
鉱
区
制
の
実
施
に
よ
っ
て
鉱
区
の
拡
大
を
図
ら
ざ
る
を
得

ず
、
貝
島
は
多
額
の
負
債
を
抱
え
る
こ
と
に
な
り
、
そ
の
結
果
井
上
馨
を
通
じ
て
毛

利
家
、
三
井
物
産
か
ら
資
金
の
肩
代
わ
り
を
し
て
も
ら
い
、
大
ノ
浦
・
菅
牟
田
両
坑

の
借
区
名
義
が
三
井
物
産
の
手
に
渡
る
と
と
も
に
、
両
坑
の
採
掘
炭
を
三
井
物
産
が

一
手
販
売
す
る
契
約
が
結
ば
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
と
述
べ
て
い
る
。

　

大
ノ
浦
・
菅
牟
田
両
坑
の
鉱
業
権
・
販
売
権
を
握
ら
れ
る
一
方
、
貝
島
は
明
治

二
十
六
年
に
瑞
穂
炭
鉱
の
経
営
に
乗
り
出
し
、
日
清
戦
争
の
炭
況
の
活
発
化
に
よ
っ

て
大
き
な
利
益
を
上
げ
る
こ
と
に
な
る
。
二
十
九
年
に
三
菱
に
譲
渡
す
る
ま
で
に

五
万
円
に
上
る
利
益
を
あ
げ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
負
債
を
返
済
し
、
鉱
業
権
を
取
り
戻

し
た
こ
と
を
指
摘
し
、
こ
の
瑞
穂
炭
鉱
を
貝
島
に
と
っ
て
の
「
補
完
炭
鉱
」
と
し
て

い
る
。

　
「
第
二
章　

貝
島
鉱
業
合
名
会
社
の
経
営
構
造
」
で
は
、
明
治
二
十
九
年
毛
利
家

お
よ
び
三
井
物
産
か
ら
の
借
財
を
整
理
し
て
鉱
業
権
を
取
り
戻
し
、
貝
島
鉱
業
合
名

会
社
を
設
立
し
て
以
降
、
明
治
四
十
二
年
に
株
式
会
社
化
す
る
ま
で
の
時
代
を
取
り

扱
っ
て
い
る
。
日
清
戦
争
に
と
も
な
う
好
況
下
で
毛
利
家
に
渡
っ
て
い
た
鉱
業
権
を

貝
島
炭
礦
の
創
業
期
か
ら
、
三
井
の
一
手
販
売
権
を
取
り
戻
し
て
自
家
販
売
に
至
る

大
正
期
ま
で
を
完
成
さ
せ
て
い
る
。
そ
し
て
全
体
の
論
旨
を
統
一
し
、
問
題
意
識
を

明
確
に
し
て
本
書
を
ま
と
め
て
い
る
。

　

著
者
の
問
題
意
識
と
は
、「
は
し
が
き
」
で
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
貝
島
炭
礦
は
、

筑
豊
石
炭
鉱
業
に
お
い
て
地
場
資
本
と
し
て
三
井
・
三
菱
な
ど
の
財
閥
系
の
炭
坑
と

肩
を
並
べ
る
ま
で
に
成
長
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
な
ぜ
長
期
間
に
わ
た
っ
て
三
井

財
閥
に
支
配
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
か
、
そ
れ
は
裏
返
せ
ば
、「
地
場
資
本
の

成
長
と
限
界
が
何
に
由
来
す
る
も
の
な
の
か
」
と
い
う
点
に
あ
っ
た
。

　

著
者
は
、
こ
の
よ
う
な
問
題
意
識
の
も
と
で
、
貝
島
炭
礦
の
会
計
帳
簿
な
ど
の
一

次
史
料
や
「
七
十
年
史
稿
」
資
料
な
ど
を
駆
使
し
て
経
営
分
析
を
行
っ
て
い
る
。

　

全
体
を
時
間
的
流
れ
に
沿
っ
て
、
明
治
前
中
期
の
創
業
期
か
ら
大
正
期
の
貝
島
商

業
株
式
会
社
・
貝
島
合
名
会
社
の
設
立
ま
で
を
、
創
業
時
代
、
貝
島
鉱
業
合
名
会
社

時
代
、
貝
島
鉱
業
株
式
会
社
時
代
の
そ
れ
ぞ
れ
の
経
営
組
織
、
業
務
形
態
、
資
金
調

達
、
財
務
構
造
に
つ
い
て
詳
細
に
述
べ
て
い
る
。
本
書
の
サ
ブ
タ
イ
ト
ル
は
、「
経

営
帳
簿
の
分
析
」
な
っ
て
い
る
が
、
単
に
帳
簿
の
財
務
分
析
で
は
な
く
、
貝
島
炭
礦

の
本
格
的
な
経
営
史
研
究
で
あ
る
。

　

さ
て
、「
第
一
章　

創
業
期
貝
島
事
業
経
営
の
特
質
」
で
は
、
い
く
つ
か
の
炭
坑

を
渡
り
歩
い
て
請
負
掘
り
を
長
く
続
け
て
い
た
貝
島
太
助
が
、
香
月
炭
坑
の
請
負
で

獲
得
し
た
資
金
を
も
と
に
明
治
十
八
年
に
大
ノ
浦
炭
坑
お
よ
び
菅
牟
田
炭
坑
の
鉱
区

を
獲
得
し
て
、
本
格
的
に
炭
坑
経
営
に
乗
り
出
し
た
創
業
期
の
貝
島
の
業
務
組
織
の

あ
り
方
、
そ
し
て
そ
れ
が
経
営
体
と
し
て
の
貝
島
の
そ
の
後
の
姿
を
規
定
し
て
い
っ

た
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

　

す
な
わ
ち
、
香
月
炭
坑
時
代
の
貝
島
一
族
（
姻
戚
ま
で
を
含
め
た
）
に
よ
る
請
負
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て
い
る
。
さ
ら
に
、
日
露
戦
後
に
は
借
入
金
の
減
少
―
三
井
へ
の
完
済
―
と
と
も
に

積
立
金
の
増
加
が
み
ら
れ
、
資
金
的
に
余
裕
が
で
て
き
て
お
り
、
そ
れ
ら
が
社
員
へ

分
配
さ
れ
る
と
と
も
に
、
株
式
会
社
へ
の
転
換
に
繋
が
っ
て
い
く
様
子
を
描
い
て
い

る
。

　

最
後
の
「
第
四
章　

貝
島
一
族
会
の
事
業
展
開
」
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
明
治

四
十
二
年
の
貝
島
鉱
業
株
式
会
社
の
設
立
か
ら
貝
島
商
業
株
式
会
社
（
大
正
八
年
）

を
設
立
し
て
自
家
販
売
を
開
始
す
る
ま
で
（
大
正
九
年
）
の
貝
島
一
族
会
の
事
業
展

開
を
考
察
し
て
い
る
。

　

明
治
四
十
一
年
に
「
貝
島
家
家
憲
」
が
制
定
さ
れ
て
貝
島
一
族
が
規
定
さ
れ
、
翌

四
十
二
年
に
「
貝
島
一
族
会
」
は
貝
島
鉱
業
合
名
会
社
を
改
組
し
て
株
式
会
社
と
す

る
が
、
こ
の
「
貝
島
一
族
会
」
が
さ
ま
ざ
ま
な
事
業
を
展
開
す
る
こ
と
に
な
り
、
鉱

区
所
有
に
お
い
て
も「
一
族
会
」に
よ
っ
て
鉱
業
株
式
会
社
の
所
有
で
あ
っ
た
り
、「
一

族
会
」
が
所
有
し
た
り
と
、「
一
族
会
」
が
貝
島
の
企
業
体
の
核
で
あ
っ
た
こ
と
を
、

「
総
勘
定
元
帳
」の「
一
族
会
預
り
金
勘
定
」の
分
析
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
し
て
い
る
。

ま
た
、
鉱
工
業
投
資
や
農
地
取
得
な
ど
も
「
一
族
会
」
に
よ
っ
て
行
わ
れ
て
い
た
こ

と
を
指
摘
し
て
い
る
。

　

そ
し
て
、大
正
八
年
に
貝
島
商
業
株
式
会
社
と
貝
島
合
名
会
社
が
設
立
さ
れ
る
が
、

そ
の
間
の
経
緯
を
詳
し
く
述
べ
て
い
る
。
明
治
四
十
四
年
に
三
井
物
産
は
、
一
手
販

売
制
度
で
取
り
扱
っ
て
き
た
麻
生
炭
・
三
井
鉱
山
炭
と
と
も
に
混
炭
し
て
販
売
す
る

プ
ー
ル
計
算
制
度
を
導
入
し
た
。
そ
れ
は
貝
島
に
と
っ
て
は
は
な
は
だ
不
利
な
も
の

で
あ
っ
た
た
め
、
大
正
四
年
に
貝
島
に
大
き
な
影
響
力
を
持
っ
て
い
た
井
上
馨
が
、

翌
五
年
に
貝
島
一
族
の
中
心
で
あ
っ
た
貝
島
太
助
が
あ
い
つ
い
で
亡
く
な
る
と
、
貝

島
鉱
業
株
式
会
社
の
経
営
は
大
き
く
転
換
し
た
。
当
時
第
一
次
世
界
大
戦
の
影
響
に

よ
り
大
正
六
年
か
ら
炭
価
が
大
き
く
上
昇
し
、
そ
の
た
め
貝
島
は
次
第
に
自
家
販
売

取
り
戻
す
と
と
も
に
、
長
期
融
資
・
固
定
し
た
短
期
融
資
先
が
毛
利
家
・
三
井
物
産

か
ら
三
井
銀
行
・
百
十
銀
行
へ
シ
フ
ト
す
る
一
方
、
合
名
会
社
設
立
に
あ
た
っ
て
会

社
組
織
を
大
き
く
変
え
て
い
る
。そ
れ
ま
で
姻
戚
を
含
め
た
一
族
会
社
で
あ
っ
た
が
、

経
営
者
か
ら
姻
戚
を
は
ず
し
て
貝
島
太
助
と
兄
弟
、
お
よ
び
そ
の
家
族
に
限
定
す
る

こ
と
に
な
る
。
そ
の
経
緯
を
「
定
款
」
や
「
家
憲
草
按
」
を
用
い
て
詳
細
に
述
べ
て

い
る
。
ま
た
、
そ
の
背
景
に
は
井
上
馨
が
大
き
く
関
わ
っ
て
い
た
こ
と
を
指
摘
し
て

い
る
。
そ
し
て
、
経
営
陣
へ
中
根
寿
や
金
子
辰
三
郎
の
入
社
、
ま
た
永
江
純
一
の
顧

問
就
任
な
ど
三
井
に
近
い
人
物
が
入
っ
て
き
た
過
程
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

　

次
に
、
明
治
三
〇
年
代
前
半
ま
で
は
貝
島
炭
の
販
売
に
お
い
て
毛
利
家
と
百
十
銀

行
か
ら
の
借
入
資
金
で
採
掘
し
て
い
た
炭
坑
で
は
自
由
売
り
が
行
わ
れ
、
三
井
銀
行

か
ら
の
借
入
金
が
入
っ
て
い
た
炭
坑
で
は
三
井
物
産
へ
の
委
託
販
売
が
行
わ
れ
て
い

た
が
、
次
第
に
借
入
先
が
三
井
銀
行
に
集
中
し
て
い
く
と
と
も
に
物
産
に
よ
る
委
託

販
売
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
三
井
物

産
に
よ
る
委
託
販
売
が
前
貸
し
的
な
性
格
を
持
っ
て
お
り
、
そ
の
た
め
三
井
へ
依
存

せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
と
し
て
い
る
。

　

さ
ら
に
、
貝
島
姓
以
外
の
親
族
な
ど
が
採
掘
に
あ
た
っ
て
い
た
傘
下
の
関
連
炭
坑

―
創
業
期
に
は
補
完
炭
坑
で
あ
っ
た
―
に
つ
い
て
言
及
し
、
そ
れ
ら
の
諸
炭
坑
が
三

井
物
産
・
三
井
銀
行
の
資
金
融
資
に
と
も
な
っ
て
、
次
第
に
本
社
直
轄
と
な
っ
て
い

く
と
と
も
に
三
井
物
産
に
よ
る
一
手
販
売
が
進
ん
で
い
く
こ
と
を
、
各
坑
業
所
の
採

掘
費
と
販
売
権
の
相
関
を
も
と
に
解
明
し
て
い
る
。

　

次
に
「
第
三
章　

貝
島
鉱
業
合
名
会
社
の
財
務
構
造
」
で
は
、
明
治
三
〇
年
代
の

財
務
構
造
の
変
化
を
、「
総
勘
定
元
帳
」
か
ら
作
成
し
た
財
務
諸
表
で
数
量
的
に
分

析
し
て
い
る
。
ま
ず
、
財
務
の
安
定
性
、
流
動
性
、
収
益
性
を
概
観
し
、
資
金
調
達

問
題
を
資
本
・
負
債
の
変
化
か
ら
見
る
と
と
も
に
、
資
金
運
用
の
実
態
を
と
り
あ
げ
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も
の
と
な
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
総
勘
定
元
帳
や
そ
の
他
の
会
計
帳
簿
を
整
理
し
て
、

貸
借
対
照
表
を
は
じ
め
、
さ
ま
ざ
ま
な
表
を
数
多
く
作
成
し
て
載
せ
て
い
る
。
さ
ら

に
、末
尾
に
は
貝
島
事
業
年
表
を
「
創
業
時
代
」、「
貝
島
鉱
業
合
名
会
社
時
代
」、「
貝

島
鉱
業
株
式
会
社
時
代
」
に
分
け
て
掲
載
し
て
い
る
。
そ
れ
ら
を
さ
ら
に
、
生
産
・

輸
送
・
販
売
な
ど
に
分
類
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
、
今
後
の
研
究
者
に
と
っ
て
大
変

あ
り
が
た
い
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
著
者
と
し
て
は
こ
れ
が
利
用
さ
れ
、
更
な
る
の

研
究
の
深
化
を
願
っ
て
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。大
き
な
宿
題
が
残
さ
れ
た
よ
う
で
あ
る
。

　

そ
し
て
。
本
書
の
通
底
に
流
れ
る
の
は
、
な
ぜ
貝
島
炭
礦
は
潰
れ
な
け
れ
ば
な
ら

な
か
っ
た
の
か
、
子
供
時
代
の
活
気
の
あ
っ
た
町
が
、
次
第
に
衰
退
し
て
い
く
様
を

目
の
当
た
り
に
し
て
き
た
著
者
に
と
っ
て
、
言
い
し
れ
ぬ
不
条
理
を
感
じ
、
日
本

の
石
炭
産
業
と
は
何
だ
っ
た
の
か
、
そ
れ
を
明
ら
か
に
し
た
い
と
い
う
思
い
で
は
な

か
っ
た
ろ
う
か
。

著
者
に
つ
い
て

　

著
者
で
あ
る
大
谷
秀
樹
君
は
、
一
昨
年
十
月
に
本
書
を
刊
行
し
た
直
後
、
同
月

十
七
日
に
九
州
産
業
大
学
で
開
か
れ
た
経
営
史
学
会
西
日
本
部
会
に
本
書
を
携
え
て

来
、出
席
者
に
自
ら
配
っ
て
回
っ
た
。
そ
れ
が
、筆
者
が
著
者
に
会
っ
た
最
後
で
あ
っ

た
。
そ
の
後
、「
福
博
企
業
者
史
研
究
会
」
で
報
告
を
す
る
と
い
う
こ
と
で
、『
宮
田

町
誌
』
に
つ
い
て
の
電
話
が
あ
り
、
し
ば
ら
く
宮
田
町
の
古
野
文
書
の
こ
と
な
ど
に

つ
い
て
話
を
し
た
。
そ
の
際
、
も
う
こ
の
報
告
が
最
後
で
あ
る
、
と
語
っ
て
い
た
が
、

声
の
調
子
も
と
く
に
変
わ
っ
た
こ
と
も
な
く
、
変
な
こ
と
を
言
う
な
と
思
っ
た
も
の

の
、
深
く
問
い
質
さ
な
か
っ
た
。
あ
と
で
思
う
と
、
彼
は
別
れ
を
告
げ
よ
う
と
し
た

の
で
あ
っ
た
ろ
う
。
こ
ち
ら
か
ら
何
も
聞
か
な
か
っ
た
の
が
、
い
ま
も
心
残
り
で
あ

る
。
た
だ
、
余
命
幾
ば
く
も
な
い
と
い
う
こ
と
を
聞
い
て
も
、
私
は
う
ろ
た
え
る
ば

を
行
う
よ
う
に
な
り
、
大
正
八
年
に
貝
島
商
業
株
式
会
社
を
設
立
し
、
三
井
と
の
関

係
を
絶
っ
て
す
べ
て
自
家
販
売
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
同
時
に
「
一
族
会
」
は
、
持

株
会
社
と
し
て
貝
島
合
名
会
社
を
設
立
し
た
。
こ
こ
ま
で
を
本
書
で
は
取
り
扱
っ
て

い
る
。

　　

以
上
、
ご
く
簡
単
に
本
書
の
要
約
を
し
た
。
紙
数
の
都
合
も
あ
り
著
者
の
意
を
十

分
に
汲
ん
で
い
な
い
所
や
あ
る
い
は
筆
者
の
読
み
間
違
い
が
あ
る
か
も
知
れ
な
い
。

　

貝
島
炭
礦
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
多
く
の
研
究
が
な
さ
れ
て
き
た
―
研
究
史

に
つ
い
て
は
畠
中
茂
朗
「
貝
島
炭
礦
研
究
史
序
論
」（
九
州
国
際
大
学
社
会
文
化
研

究
所
『
紀
要
』
第
五
〇
号　

二
〇
〇
二
年
）
に
詳
し
い
―
。　

中
央
資
本
と
地
場
資

本
の
関
係
、
地
方
財
閥
の
問
題
、
石
炭
鉱
業
の
経
営
史
的
考
察
、
労
働
問
題
な
ど
、

多
く
の
観
点
か
ら
論
じ
ら
れ
て
き
た
が
、
何
と
い
っ
て
も
特
筆
す
べ
き
は
、
本
書
は

第
一
次
史
料
を
丹
念
に
駆
使
し
、
事
実
関
係
を
十
分
に
押
さ
え
て
貝
島
鉱
業
の
創
業

か
ら
確
立
ま
で
を
詳
細
に
叙
述
し
て
い
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
密
度
の
濃
い
実
証
研
究

で
あ
る
。

　

し
か
し
、本
書
は
、貝
島
商
業
株
式
会
社
と
貝
島
合
名
会
社
の
設
立
時
点
で
終
わ
っ

て
い
る
。
第
四
章
の
〝
は
じ
め
に
〞
で
、「
商
業
株
式
会
社
の
『
総
勘
定
元
帳
』
を

も
は
や
見
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
打
ち
切
ら
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
」
と
述
べ
て
お

り
、
ま
た
、〝
む
す
び
〞
に
お
い
て
も
「
自
家
販
売
の
進
展
状
況
や
、
そ
の
前
提
を

な
す
市
場
構
造
の
変
化
へ
の
考
察
が
必
要
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
こ
れ

ら
を
さ
ら
に
検
証
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
筆
者
と
し
て
は
こ
こ
で
打
ち
切
ら
ざ

る
を
得
な
か
っ
た
」
と
記
し
て
お
り
、
も
は
や
研
究
を
進
め
る
こ
と
の
で
き
な
い
著

者
の
無
念
さ
が
伝
わ
っ
て
く
る
。

　

ま
た
、
本
書
は
多
く
の
一
次
史
料
を
全
文
掲
載
し
て
お
り
、
史
料
的
価
値
の
高
い
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一
人
ま
た
一
人
と
転
校
し
て
い
く
こ
と
の
悲
し
さ
、
辛
さ
を
作
文
に
書
い
て
い
た

の
を
、
た
ま
た
ま
読
ん
だ
と
、
実
兄
秀
俊
氏
は
語
っ
て
お
ら
れ
た
。
貝
島
炭
礦
で
生

ま
れ
育
ち
、
急
激
に
変
わ
っ
て
い
く
様
を
見
つ
め
て
き
た
こ
と
が
、
石
炭
産
業
史
研

究
―
貝
島
炭
礦
の
研
究
へ
と
駆
り
立
て
て
い
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

彼
が
大
学
院
に
入
学
し
た
年
の
八
月
、
貝
島
炭
礦
は
閉
山
し
た
。
筑
豊
の
ヤ
マ
は

貝
島
を
残
し
て
閉
山
し
て
お
り
、
貝
島
も
露
天
掘
り
だ
け
を
稼
働
し
て
い
た
。
そ
れ

も
続
か
な
く
な
っ
て
い
た
。
閉
山
後
で
あ
っ
た
と
思
う
が
、
そ
の
年
の
秋
の
雨
上
が

り
の
午
後
、
恩
師
で
あ
る
藤
本
隆
士
先
生
そ
し
て
大
学
院
の
院
生
と
と
も
に
彼
に
連

れ
ら
れ
、
菅
牟
田
炭
鉱
の
竪
坑
の
跡
や
露
天
掘
り
（
ま
だ
底
を
ト
ラ
ッ
ク
が
走
っ
て

い
た
）、
人
影
ま
ば
ら
な
炭
鉱
住
宅
な
ど
を
見
て
回
っ
た
。
淋
し
い
光
景
で
あ
っ
た
。

　

修
士
論
文
の
作
成
に
取
り
か
か
っ
た
彼
は
、
ち
ょ
う
ど
そ
の
頃
『
宮
田
町
誌
』
上

巻
の
編
纂
が
行
わ
れ
て
い
た
宮
田
町
誌
編
纂
室
に
足
繁
く
通
っ
て
い
た
。
当
時
、
町

誌
編
纂
室
に
は
現
在
山
口
県
立
文
書
館
副
館
長
の
吉
住
久
年
氏
が
お
ら
れ
、
同
氏
か

ら
い
ろ
い
ろ
史
料
情
報
な
ど
を
得
て
い
た
よ
う
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
閉
山
後
の
貝
島

炭
礦
清
算
会
社
に
も
頻
繁
に
出
入
り
し
、
史
料
の
所
在
の
明
確
化
や
確
保
に
努
め
て

い
た
よ
う
で
あ
る
。

　
『
宮
田
町
誌
』
上
巻
は
昭
和
五
十
三
年
に
刊
行
さ
れ
る
が
、
彼
は
そ
の
前
年
の
博

士
課
程
前
期
在
学
中
か
ら
下
巻
の
編
纂
嘱
託
と
し
て
勤
め
始
め
た
。
翌
年
で
あ
っ
た

と
思
う
が
、
彼
か
ら
私
に
下
巻
の
産
業
編
を
一
緒
に
し
な
い
か
と
の
声
が
か
か
り
、

引
き
受
け
る
こ
と
に
し
た
。

　

編
纂
室
は
、
開
館
し
た
ば
か
り
の
「
宮
田
町
石
炭
記
念
館
」
に
あ
っ
た
。
石
炭
記

念
館
は
廃
校
に
な
っ
た
大
ノ
浦
小
学
校
を
利
用
し
た
も
の
で
、
編
纂
室
は
そ
の
隅
の

教
室
に
あ
っ
た
。
今
は
二
階
建
て
の
集
合
住
宅
と
な
っ
て
い
る
が
、
石
炭
記
念
館
の

か
り
で
あ
っ
た
ろ
う
。
何
も
言
わ
な
か
っ
た
の
は
彼
の
思
い
や
り
で
あ
っ
た
か
も
知

れ
な
い
。

　

そ
れ
か
ら
、
お
よ
そ
一
月
あ
ま
り
の
ち
の
十
二
月
二
十
五
日
、
ク
リ
ス
マ
ス
の
日

に
ご
家
族
に
見
守
ら
れ
て
逝
か
れ
た
と
い
う
こ
と
を
後
に
お
聞
き
し
た
。

　

私
が
訃
報
を
聞
い
た
の
は
一
月
に
入
っ
て
で
あ
っ
た
。
彼
が
肝
臓
癌
で
あ
り
、
最

後
に
は
骨
に
ま
で
転
移
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
も
あ
と
で
知
っ
た
。
彼
が
こ
の
よ
う

な
病
を
得
て
い
た
こ
と
は
、
ご
家
族
以
外
ほ
と
ん
ど
誰
も
知
ら
さ
れ
て
な
か
っ
た
。

　

筆
者
が
彼
と
出
会
っ
た
の
は
、
福
岡
大
学
の
大
学
院
で
あ
っ
た
。
彼
が
昭
和

五
十
一
年
に
博
士
課
程
前
期
に
入
学
し
て
き
た
と
き
、私
は
博
士
課
程
後
期
に
い
た
。

そ
れ
か
ら
の
付
き
合
い
で
あ
る
。
彼
は
入
学
し
た
と
き
既
に
筑
豊
石
炭
業
―
貝
島
炭

礦
を
研
究
す
る
と
い
う
明
確
な
目
的
を
持
っ
て
い
た
。
彼
は
宮
田
町
（
現
宮
若
市
）

の
出
身
で
あ
り
、
祖
父
の
代
か
ら
貝
島
炭
礦
で
働
い
て
い
る
と
言
っ
て
い
た
。
日
本

資
本
主
義
の
も
と
で
翻
弄
さ
れ
、
衰
退
し
て
い
っ
た
石
炭
産
業
、
そ
し
て
炭
鉱
と
は

何
だ
っ
た
の
か
。
さ
ま
ざ
ま
な
思
い
を
抱
え
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

　

昭
和
三
十
年
代
よ
り
、
政
府
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
政
策
の
転
換
に
よ
っ
て
次
第
に
石

炭
産
業
は
衰
退
し
て
い
き
、
昭
和

三
十
五
年
に
は
三
井
三
池
炭
鉱
に

お
い
て
総
資
本
対
総
労
働
の
全
面

対
決
が
起
こ
っ
た
。
こ
れ
以
前
か

ら
合
理
化
と
人
員
整
理
が
行
わ
れ

て
お
り
、
炭
鉱
は
し
だ
い
に
淋
し

く
な
っ
て
い
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

彼
が
小
学
校
の
と
き
、
同
級
生
が

2004年８月 イギリス旅行での著者
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た
。
私
も
そ
こ
に
泊
め
て
も
ら
い
、
そ
の
社
長
さ
ん
た
ち
と
時
に
飲
む
機
会
が
あ
っ

た
。
彼
は
、
社
長
さ
ん
た
ち
か
ら
可
愛
が
っ
て
も
ら
っ
て
い
た
よ
う
だ
っ
た
。

　

昭
和
五
十
五
年
八
月
に
私
は
県
史
編
纂
室
に
嘱
託
と
し
て
入
る
こ
と
に
な
っ
た
た

め
、
次
第
に
町
誌
編
纂
室
へ
行
く
機
会
が
少
な
く
な
っ
た
。
彼
も
五
十
八
年
よ
り
海

星
女
子
学
院
高
等
学
校
に
勤
め
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
の
た
め
、
次
第
に
会
う
機
会

が
少
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
し
か
し
、
彼
が
勤
務
の
た
め
福
岡
に
越
し
て
来
た
の

で
、
行
き
来
は
絶
え
な
か
っ
た
。
私
に
娘
が
産
ま
れ
た
と
き
に
は
、
お
祝
い
と
い
っ

て
ガ
ラ
ガ
ラ
を
持
っ
て
来
て
く
れ
た
り
し
た
。

　

し
か
し
こ
の
間
、
彼
は
高
校
教
師
と
い
う
多
忙
の
中
で
原
稿
執
筆
を
続
け
、

九
五
〇
頁
に
及
ぶ
『
宮
田
町
誌
』
の
炭
坑
編
を
書
き
上
げ
、
そ
れ
は
平
成
二
年
に
刊

行
さ
れ
た
。
明
治
の
草
創
期
か
ら
戦
前
ま
で
、
貝
島
炭
礦
を
中
心
に
宮
田
町
の
炭
坑

の
発
展
過
程
を
地
域
社
会
と
の
関
わ
り
の
中
で
ま
と
め
た
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
本

は
、筑
豊
石
炭
産
業
史
を
研
究
す
る
上
で
欠
か
す
こ
と
が
出
来
な
い
一
冊
と
な
っ
た
。

　

そ
の
後
は
、
も
っ
ぱ
ら
高
校
の
仕
事
で
忙
し
い
よ
う
で
あ
っ
た
。
私
が
転
居
し
た

こ
と
も
あ
り
、
時
折
研
究
会
で
会
う
ぐ
ら
い
と
な
り
、
ゆ
っ
く
り
話
を
し
た
覚
え
が

な
い
。
平
成
十
一
年
で
あ
っ
た
と
思
う
が
、
も
う
一
度
貝
島
に
つ
い
て
論
文
と
し
て

ま
と
め
る
と
い
う
こ
と
を
本
人
か
ら
聞
き
、
ゲ
ラ
を
見
せ
て
い
た
だ
い
た
。
そ
れ
が

本
書
の
第
二
章
に
相
当
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
後
、
第
三
章
部
分
は
平
成
十
四

年
三
月
刊
行
の
『
エ
ネ
ル
ギ
ー
史
研
究
』
十
八
号
に
掲
載
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
平
成

十
七
年
三
月
刊
行
の
『
エ
ネ
ル
ギ
ー
史
研
究
』
二
十
号
に
第
四
章
部
分
を
載
せ
て
い

る
が
、
実
兄
か
ら
お
聞
き
し
た
と
こ
ろ
、
そ
の
三
月
朔
日
に
彼
は
肝
臓
癌
の
破
裂
に

よ
り
倒
れ
た
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
い
つ
頃
聞
い
た
の
か
は
っ
き
り
し
な
い
が
、
自

分
は
Ｂ
型
肝
炎
で
あ
る
、
と
語
っ
て
い
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
い
つ
の
間
に
か
肝
硬
変

東
側
に
は
木
造
の
校
舎
が
壊
さ
れ
な
い
ま
ま
建
っ
て
い
た
。
夜
に
暗
い
校
舎
の
窓
を

み
る
と
、そ
の
先
に
は
深
い
真
っ
暗
な
闇
の
世
界
広
が
っ
て
い
る
よ
う
な
気
が
し
た
。

　

私
は
、
月
に
何
度
か
泊
ま
り
が
け
で
編
纂
室
に
通
っ
た
。
彼
は
黙
々
と
史
料
の
採

録
を
し
て
い
た
。
ウ
ィ
ス
キ
ー
の
空
き
箱
に
A
5
の
採
録
カ
ー
ド
が
だ
ん
だ
ん
蓄
積

さ
れ
て
い
っ
た
。
ま
た
、
史
料
の
採
訪
に
動
き
回
っ
て
い
た
。
と
く
に
、
貝
島
炭
礦

の
清
算
会
社
に
は
何
度
も
足
を
運
び
、
同
社
の
持
っ
て
い
た
「
七
十
年
史
稿
」
の
資

料
や
会
計
帳
簿
な
ど
の
史
料
を
み
つ
け
、石
炭
記
念
館
に
移
管
す
る
の
に
尽
力
し
た
。

そ
の
後
、
そ
れ
ら
の
史
料
が
多
く
の
研
究
者
に
よ
っ
て
利
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
考

え
て
も
こ
の
功
績
は
は
な
は
だ
大
き
い
も
の
で
あ
る
。
と
に
か
く
こ
の
時
期
、
彼
は

精
力
的
に
史
料
収
集
と
目
録
作
成
に
励
ん
で
い
た
。

　

そ
ん
な
中
で
も
、
彼
の
音
頭
で
、
編
纂
室
の
み
ん
な
で
―
と
い
っ
て
も
編
纂
室
室

長
で
も
と
小
学
校
校
長
の
大
曲
秀
吉
先
生
と
、
史
学
科
を
卒
業
し
た
ば
か
り
の
清
水

範
行
君
（
現
宮
若
市
役
所
）
と
わ
れ
わ
れ
の
四
人
だ
け
で
あ
っ
た
が
、
春
に
は
千
石

公
園
で
花
見
を
し
た
り
、
秋
に
は
お
で
ん
を
作
っ
て
暗
い
校
庭
で
月
見
を
し
た
り
、

あ
る
い
は
玄
海
灘
に
面
し
た
岡
垣
町
の
波
津
港
ま
で
タ
ク
シ
ー
を
飛
ば
し
て
忘
年
会

を
し
た
り
し
た
。

　

石
炭
記
念
館
の
は
ず
れ
に
か
つ
て
の
用
務
員
室
兼
宿
直
室
が
あ
り
、
彼
は
そ
こ
に

住
ん
で
い
た
。
私
も
そ
こ
に
泊
め
さ
せ
て
も
ら
っ
て
い
た
。
夕
食
後
に
は
彼
の
部
屋

か
ら
は
バ
ッ
ハ
の
荘
厳
な
曲
が
流
れ
て
い
た
。
朝
に
は
み
そ
汁
を
作
っ
て
私
に
食
べ

さ
せ
て
く
れ
た
。
そ
こ
に
ど
の
く
ら
い
い
た
か
は
っ
き
り
と
は
思
い
出
せ
な
い
が
、

石
炭
記
念
館
館
長
の
井
上
芳
邦
さ
ん
が
住
ま
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
、
彼
は
旧
菅
牟

田
坑
の
職
員
寮
に
移
っ
た
。
寮
は
十
室
以
上
あ
っ
た
ろ
う
か
、
木
造
モ
ル
タ
ル
の
二

階
建
て
で
あ
り
、
赤
茶
け
た
斜
面
に
ポ
ツ
ン
と
建
っ
て
い
た
。
当
時
は
も
は
や
職
員

は
お
ら
ず
、
貝
島
炭
礦
関
連
会
社
の
社
長
さ
ん
た
ち
の
賄
付
き
の
宿
舎
と
な
っ
て
い
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と
な
り
癌
に
ま
で
進
行
し
て
い
た
と
の
こ
と
で
あ
る
。

　

翌
年
、
彼
と
電
話
で
話
し
た
こ
と
が
あ
っ
た
が
、
そ
の
電
話
で
今
年
の
三
月
に
高

校
を
辞
め
た
と
話
し
て
い
た
。
理
由
を
聞
い
た
が
、
学
校
の
都
合
で
と
い
う
よ
う
な

こ
と
を
言
っ
て
、
病
気
の
こ
と
は
一
言
も
触
れ
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
こ
の
間
に
も

執
筆
を
続
け
、
平
成
十
八
年
三
月
刊
行
の
『
エ
ネ
ル
ギ
ー
史
研
究
』
二
十
一
号
に
第

一
章
部
分
を
掲
載
し
て
い
る
。

　

本
書
の
は
し
が
き
の
日
付
は
二
〇
〇
七
（
平
成
十
九
）
年
一
月
と
な
っ
て
い
る
。

後
書
き
は
同
年
九
月
で
あ
る
。
病
床
に
あ
っ
て
刊
行
を
決
め
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の

た
め
、
一
月
に
四
篇
の
論
文
を
ま
と
め
は
じ
め
て
九
月
に
脱
稿
し
て
い
る
。
印
刷

所
の
担
当
者
に
お
聞
き
し
た
が
、
や
は
り
入
退
院
を
繰
り
返
し
て
の
執
筆
で
あ
っ
た

と
の
こ
と
で
あ
る
。
最
後
に
会
っ
た
経
営
史
学
会
西
日
本
部
会
の
終
了
後
、
懇
親
会

へ
出
席
し
な
い
か
と
声
を
か
け
た
が
、
い
つ
も
の
よ
う
に
微
笑
ん
で
断
っ
て
帰
っ
て

行
っ
た
。

　

そ
の
後
、
十
一
月
下
旬
に
ふ
た
た
び
入
院
し
、
本
人
が
希
望
し
て
い
た
キ
リ
ス
ト

教
系
の
ホ
ス
ピ
ス
に
転
院
し
て
、
そ
こ
で
亡
く
な
っ
た
と
の
こ
と
で
あ
る
。
五
十
七

歳
で
あ
っ
た
。

　
　

大
谷
秀
俊
氏
（
著
者
の
実
兄
）
の
お
話
し
で
は
、
本
書
の
余
部
が
ま
だ
あ
る
と

の
こ
と
で
す
。
ご
希
望
の
方
に
は
お
送
り
さ
れ
る
そ
う
で
す
。
下
記
宛
先
に
郵
便

か
メ
ー
ル
で
お
申
し
込
み
下
さ
い
。




