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ら
れ
、
各
章
の
内
容
に
か
ん
す
る
簡
単
な
「
ま
と
め
」
は
あ
る
も
の
の
、

「
終
章
」
も
し
く
は
「
結
章
」
等
、
本
全
体
の
結
論
部
分
が
な
い
が
、
著

者
は
意
図
的
に
そ
う
し
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
宣
長
の
心
の
細

微
な
ゆ
れ
を
検
証
し
た
結
果
、
総
体
と
し
て
の
宣
長
の
思
想
の
本
質
は
何

な
の
か
。「
新
し
い
宣
長
像
」
は
ど
の
よ
う
に
描
き
直
さ
れ
る
べ
き
な
の

か
。
愚
問
と
言
わ
れ
る
の
を
承
知
で
著
者
に
問
い
た
い
と
思
う
。

　

以
上
、
指
摘
し
た
内
容
に
は
評
者
に
よ
る
誤
解
や
見
落
と
し
も
あ
る
か

も
し
れ
な
い
し
、
見
当
違
い
な
意
見
を
述
べ
て
し
ま
っ
た
よ
う
に
も
思
う
。

著
者
の
今
後
の
宣
長
研
究
の
さ
ら
な
る
進
展
と
、
本
書
の
続
編
を
期
待
し

て
や
ま
な
い
。

 
（
兵
庫
県
立
大
学
准
教
授
）

中
川
未
来
著

『
明
治
日
本
の
国
粋
主
義
思
想
と
ア
ジ
ア
』

（
吉
川
弘
文
館
・
二
〇
一
六
年
）

鈴
木

　
啓
孝

一

　

国
粋
主
義
と
ア
ジ
ア
主
義

─
近
代
日
本
に
お
い
て
は
相
反
す
る
も
の

と
し
て
想
起
さ
れ
る
こ
と
も
多
い
二
つ
の
思
想
潮
流
の
交
差
に
対
し
て
、

本
書
は
新
た
な
理
解
を
試
み
て
い
る
。
そ
の
交
差
点
と
し
て
、
本
書
は
一

八
九
〇
年
代
に
活
動
の
最
盛
期
が
あ
っ
た
東
邦
協
会
に
注
目
し
、
こ
の
時

期
こ
の
場
を
活
動
拠
点
と
し
て
共
有
し
た
「
国
粋
主
義
グ
ル
ー
プ
」
に
属

す
る
五
人
の
思
想
家
（
稲
垣
満
次
郎
・
志
賀
重
昂
・
高
橋
健
三
・
陸
羯
南
・

内
藤
湖
南
）
を
素
材
に
、「
い
か
な
る
ア
ジ
ア
認
識
が
、
い
か
に
し
て
形

成
さ
れ
る
の
か
」（
一
三
頁
）
を
明
ら
か
に
す
る
、
と
い
う
研
究
目
的
を

設
定
す
る
。

　

近
年
、
政
教
社
や
日
本
新
聞
社
に
参
集
し
た
明
治
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の

担
い
手
た
ち
の
、
青
年
期
に
お
け
る
思
想
の
形
成
過
程
に
関
す
る
ま
と
ま

っ
た
研
究
成
果
が
出
て
い
る
一
方
で
、
近
代
日
本
に
お
け
る
ア
ジ
ア
認
識

の
形
成
過
程
に
関
し
て
は
、
通
時
的
で
包
括
的
な
調
査
に
基
づ
く
新
た
な

解
釈
が
示
さ
れ
て
い
る
。
明
治
期
の
日
本
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
近
代
日
本
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の
ア
ジ
ア
認
識
、
そ
の
形
成
過
程
の
解
明
を
目
的
と
し
た
研
究
は
、
そ
れ

ぞ
れ
こ
こ
数
年
で
か
な
り
の
進
展
を
み
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
た
だ
し
、

本
書
も
指
摘
す
る
通
り
、
前
者
に
お
い
て
ア
ジ
ア
認
識
を
含
め
た
対
外
観

は
、
そ
し
て
後
者
に
お
い
て
一
八
九
〇
年
代
は
、
必
ず
し
も
正
面
の
研
究

課
題
で
な
か
っ
た
。
二
つ
の
思
想
潮
流
を
対
象
と
す
る
研
究
史
の
文
脈
の

ズ
レ
、
方
法
論
の
違
い
が
あ
り
、
両
者
の
交
差
に
つ
い
て
は
こ
れ
ま
で
限

定
的
に
し
か
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
。
そ
の
た
め
、
一
八
九
〇
年
代
に
国
粋

主
義
と
ア
ジ
ア
主
義
が
同
じ
組
織
に
所
属
し
た
人
々
に
よ
っ
て
唱
え
ら
れ
、

し
た
が
っ
て
共
時
的
に
隆
盛
し
た
こ
と
は
周
知
の
事
実
と
し
て
も
、
そ
の

形
成
過
程
を
ど
の
よ
う
に
理
解
す
る
の
か
に
つ
い
て
は
、
残
さ
れ
た
大
き

な
課
題
と
し
て
あ
っ
た
。

　

本
書
は
、
こ
の
大
き
な
課
題
と
正
面
か
ら
向
き
あ
っ
た
中
川
未
来
氏
が
、

こ
れ
ま
で
に
積
み
重
ね
て
き
た
研
究
業
績
の
集
成
で
あ
る
。
そ
の
構
成
を

以
下
に
示
す
。

序　

章　

国
粋
主
義
研
究
の
視
角

第
一
部　

国
粋
主
義
グ
ル
ー
プ
の
ア
ジ
ア
認
識
枠
組
み

第
一
章　
「
東
方
策
士
」
稲
垣
満
次
郎
の
対
外
論
と
地
域
社
会

─

「
東
方
論
」
の
構
造
・
伝
播
・
変
容

第
二
章　

志
賀
重
昂
と
稲
垣
満
次
郎
の
南
洋
体
験

─
ア
ジ
ア
主
義
に

お
け
る
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
要
因

第
三
章　

高
橋
健
三
の
国
粋
主
義
と
東
ア
ジ
ア
秩
序
構
想

─
人
道
・

国
際
法
・
東
亜
同
盟

補
論
一　

国
粋
主
義
と
近
代
仏
教

─
ア
ジ
ア
主
義
に
お
け
る
イ
ン
ド

要
因

第
二
部　

ア
ジ
ア
認
識
の
形
成
と
メ
デ
ィ
ア

第
四
章　
「
東
学
党
」
報
道
と
陸
羯
南

─
日
清
開
戦
直
前
の
ジ
ャ
ー

ナ
リ
ズ
ム

第
五
章　

内
藤
湖
南
の
台
湾
経
験

─
帝
国
主
義
状
況
下
の
国
粋
主
義

補
論
二　

植
民
地
統
治
初
期
の
台
湾
と
メ
デ
ィ
ア

─
『
台
湾
新
報
』

と
『
台
湾
日
報
』
に
つ
い
て

終　

章　

明
治
日
本
の
国
粋
主
義
思
想
と
ア
ジ
ア

二

　

右
に
示
し
た
通
り
、
本
書
は
大
き
く
分
け
て
二
部
構
成
を
と
る
。
そ

の
意
図
に
つ
い
て
、
著
者
は
序
章
と
終
章
で
繰
り
返
し
、
以
下
の
よ
う

に
説
明
し
て
い
る
。
ま
ず
、
国
粋
主
義
グ
ル
ー
プ
の
思
想
は
、「
①
世
界

各
地
域
の
国
民
・
民
族
の
文
化
的
多
様
性
を
承
認
し
、
そ
れ
ぞ
れ
に
独
自

の
「
国
粋
」
を
保
持
発
達
さ
せ
る
こ
と
が
世
界
文
明
へ
の
寄
与
に
繫
が
る

と
い
う
発
想
」
と
、「
②
日
本
を
中
心
に
ア
ジ
ア
な
い
し
東
洋
を
結
集
し
、

西
欧
国
際
体
系
に
対
抗
す
る
と
い
う
地
域
秩
序
構
想
」
の
二
つ
が
重
要
な

基
軸
で
あ
る
（
二
二
頁
／
三
一
〇
頁
）。
続
い
て
、
著
者
は
、「
③
ア
ジ
ア

認
識
を
か
た
ち
づ
く
る
際
に
参
照
さ
れ
る
情
報
が
ど
の
よ
う
な
過
程
を
経

て
主
体
に
辿
り
つ
く
の
か
を
、
新
聞
メ
デ
ィ
ア
の
働
き
を
通
じ
て
明
ら
か

に
す
る
／
朝
鮮
や
台
湾
な
ど
ア
ジ
ア
地
域
に
存
在
し
た
日
本
語
メ
デ
ィ

ア
の
役
割
を
重
視
し
た
い
」
と
い
う
「
問
題
意
識
」
を
も
っ
て
い
る
（
二

二
頁
／
三
一
一
頁
）。
こ
の
う
ち
、
第
一
部
が
②
の
把
捉
を
課
題
と
し
、
第
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二
部
は
③
を
主
題
と
す
る
。
そ
し
て
本
書
全
体
を
通
じ
て
①
を
確
認
す
る
、

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

ま
た
、
第
一
章
で
は
稲
垣
『
東
方
策
』
が
刊
行
さ
れ
た
一
八
九
一
年
、

第
二
章
で
は
稲
垣
の
南
洋
視
察
が
あ
っ
た
一
八
九
二
年
、
第
三
章
で
は
高

橋
が
『
大
阪
朝
日
新
聞
』
入
り
し
た
一
八
九
三
年
、
第
四
章
で
は
日
清
開

戦
直
前
の
一
八
九
四
年
、
そ
し
て
第
五
章
で
は
台
湾
領
有
直
後
の
一
八
九

七
年
の
そ
れ
ぞ
れ
に
考
察
の
焦
点
が
当
た
っ
て
お
り
、「
全
体
と
し
て
緩

や
か
な
時
系
列
に
沿
い
つ
つ
」（
二
二
頁
）
叙
述
が
進
む
。
思
想
の
形
成

過
程
を
追
お
う
と
い
う
著
者
の
意
図
は
、
こ
う
し
た
本
書
全
体
の
構
成
に

も
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。

　

本
書
の
大
き
な
特
長
は
、
稲
垣
、
志
賀
、
内
藤
ら
国
粋
主
義
グ
ル
ー
プ

の
思
想
家
た
ち
が
そ
れ
ぞ
れ
に
直
接
的
な
海
外
体
験
を
も
っ
た
こ
と
を
踏

ま
え
て
、
体
験
か
ら
の
思
想
の
確
立
と
、
そ
の
後
の
展
開
に
至
る
ま
で
の

過
程
が
、
史
料
に
即
し
つ
つ
細
か
く
追
認
さ
れ
た
こ
と
だ
ろ
う
。
本
書
の

論
及
は
多
岐
に
わ
た
る
が
、
紙
幅
の
関
係
上
、
特
に
重
要
と
思
わ
れ
る
部

分
を
取
り
あ
げ
、
章
ご
と
に
紹
介
し
た
い
。

　

第
一
章
で
は
、
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
大
学
に
留
学
し
、
そ
の
後
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

各
国
を
歴
訪
、
ア
メ
リ
カ
を
経
由
し
て
帰
国
し
た
稲
垣
満
次
郎
が
、
そ
の

経
験
を
基
に
主
著
『
東
北
策
』
を
ま
と
め
た
こ
と
が
論
じ
ら
れ
た
。
稲
垣

の
構
想
の
要
点
は
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
手
段
の
整
備
発
達
に
よ
っ
て
、

国
内
的
に
は
経
済
の
成
長
と
統
一
的
な
国
民
意
識
の
醸
成
が
進
む
こ
と
を

予
見
し
た
一
方
で
、
対
外
的
に
は
世
界
交
通
網
の
結
節
点
に
位
置
す
る
日

本
が
東
ア
ジ
ア
を
中
心
と
す
る
世
界
市
場
を
掌
握
で
き
る
と
展
望
し
た
と

こ
ろ
に
あ
る
。
そ
の
構
想
に
接
し
た
京
都
や
宮
津
な
ど
地
方
都
市
の
実
業

家
た
ち
が
敏
感
に
反
応
し
、
海
外
で
商
機
を
得
る
こ
と
に
よ
っ
て
地
域
振

興
に
つ
な
げ
よ
う
と
動
き
出
し
て
い
た
こ
と
も
明
ら
か
に
さ
れ
た
。
た
だ

し
、
国
民
意
識
の
統
一
を
志
向
し
た
稲
垣
自
身
は
、
国
内
に
お
け
る
地
域

間
の
利
権
獲
得
競
争
を
否
定
的
に
捉
え
て
い
た
、
と
い
う
。

　

第
二
章
で
は
、
志
賀
重
昂
と
稲
垣
満
次
郎
の
南
洋
航
海
体
験
を
通
じ

た
思
想
形
成
の
過
程
が
描
き
出
さ
れ
た
。
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
連
邦
独
立

（
一
九
〇
一
年
）
の
直
前
期
と
い
う
時
代
背
景
の
も
と
、
二
人
が
そ
れ
ぞ

れ
、
現
地
視
察
で
得
た
情
報
か
ら
独
自
の
認
識
を
も
つ
に
至
っ
た
こ
と
が

確
認
さ
れ
る
。『
日
本
風
景
論
』
の
著
者
で
あ
る
志
賀
は
、
そ
の
環
境
決

定
論
的
発
想
か
ら
、
イ
ギ
リ
ス
本
国
と
は
異
な
る
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
独
自

の
「
山
水
」
や
「
風
土
」
が
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
人
た
ち
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ

テ
ィ
の
拠
り
ど
こ
ろ
に
な
る
と
看
取
し
た
。
そ
こ
か
ら
、
将
来
に
お
け
る

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
独
立
を
予
見
す
る
と
共
に
、
日
本
に
お
け
る
国
粋
主

義
の
妥
当
性
に
対
す
る
確
信
を
得
る
に
至
る
。
他
方
、
英
文
著
作 Japan 

and the Pacific 

の
著
者
と
し
て
英
語
圏
の
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
で
も
有
名

だ
っ
た
稲
垣
は
、
そ
の
知
名
度
を
活
か
し
て
現
地
の
政
治
家
た
ち
と
意
欲

的
に
交
際
し
て
い
た
。
そ
こ
で
豪
州
モ
ン
ロ
ー
主
義
に
触
発
さ
れ
た
こ
と

か
ら
、
日
本
を
中
心
と
す
る
東
ア
ジ
ア
モ
ン
ロ
ー
主
義
を
抱
懐
す
る
に
至

る
。
こ
れ
ら
は
、
著
者
に
よ
っ
て
「
ア
ジ
ア
主
義
に
お
け
る
オ
ー
ス
ト
ラ

リ
ア
要
因
」（
一
二
〇
頁
）
と
規
定
さ
れ
て
い
る
。

　

第
三
章
で
は
、
こ
れ
ま
で
の
研
究
史
で
は
中
心
的
に
取
り
扱
わ
れ
た
こ

と
が
な
い
高
橋
健
三
の
思
想
遍
歴
が
通
時
的
に
概
観
さ
れ
た
。
法
制
官
僚
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と
し
て
出
発
し
つ
つ
、
や
が
て
『
大
阪
朝
日
新
聞
』
に
転
じ
た
高
橋
も
東

邦
協
会
の
主
要
メ
ン
バ
ー
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
出
張
時
、

実
際
に
西
洋
社
会
を
観
察
し
た
経
験
を
も
つ
高
橋
は
「
西
洋
は
利
欲
の
国

な
り
」
と
の
認
識
を
得
て
お
り
、
こ
れ
に
対
抗
す
る
べ
き
規
範
と
し
て
東

洋
固
有
の
「
人
道
」
を
掲
げ
た
。
そ
し
て
、
現
実
に
は
国
力
の
強
弱
に
よ

っ
て
適
用
に
不
平
等
が
生
じ
て
い
る
国
際
法
を
矯
正
す
る
こ
と
が
、「
人

道
」
を
体
現
す
る
日
本
に
課
せ
ら
れ
た
使
命
な
の
だ
と
主
張
し
た
。
こ
の

よ
う
な
規
範
意
識
は
、
東
邦
協
会
を
介
し
て
陸
羯
南
な
ど
国
粋
主
義
グ

ル
ー
プ
の
他
の
メ
ン
バ
ー
た
ち
に
も
共
有
さ
れ
て
い
た
、
と
い
う
。

　

第
四
章
で
は
、
日
清
開
戦
直
前
期
に
お
け
る
「
東
学
党
」
報
道
、
特
に

新
聞
『
日
本
』
の
陸
羯
南
が
報
じ
た
東
学
党
イ
メ
ー
ジ
が
検
討
さ
れ
た
。

な
お
こ
の
章
の
み
、
現
地
の
直
接
経
験
を
も
た
ず
に
メ
デ
ィ
ア
情
報
の
み

に
依
拠
し
て
形
成
さ
れ
た
ア
ジ
ア
認
識
が
主
題
と
な
っ
て
い
る
。
朝
鮮
に

駐
在
し
た
政
治
青
年
た
ち
の
「
思
い
入
れ
」
が
色
濃
く
反
映
さ
れ
た
現
地

情
報
を
信
頼
し
た
結
果
、
陸
は
当
初
、
東
学
党
を
同
情
す
べ
き
「
義
兵
」

と
イ
メ
ー
ジ
し
て
お
り
、
そ
の
鎮
圧
に
向
か
う
清
国
軍
に
対
抗
し
て
、
義

兵
を
支
援
す
る
た
め
に
出
兵
し
た
日
本
軍
の
行
動
を
正
当
化
す
る
議
論
を

お
こ
な
っ
て
い
た
。
だ
が
、
そ
う
し
た
構
想
の
全
体
は
、
時
局
の
推
移
と

共
に
完
全
に
失
効
し
て
し
ま
う
。
本
章
の
考
察
に
よ
っ
て
、
日
清
戦
争
に

至
る
ま
で
の
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
に
よ
る
ミ
ス
リ
ー
ド
の
実
態
が
捉
え
返
さ

れ
た
。

　

第
五
章
で
は
、『
台
湾
日
報
』
主
筆
と
し
て
約
一
年
間
の
台
湾
滞
在
経

験
を
も
つ
内
藤
湖
南
の
ア
ジ
ア
認
識
、
特
に
中
国
認
識
の
形
成
過
程
が
捉

え
ら
れ
た
。
な
お
こ
の
章
の
み
、
現
地
で
生
活
し
な
が
ら
形
成
さ
れ
た
ア

ジ
ア
認
識
が
問
題
と
な
る
も
の
の
、
内
藤
に
は
漢
族
系
住
民
や
先
住
民
族

な
ど
「
異
質
な
他
者
と
の
接
触
が
も
た
ら
す
違
和
や
緊
張
が
さ
ほ
ど
見
ら

れ
な
か
っ
た
」（
二
七
三
頁
）
と
い
う
。
内
藤
は
現
地
住
民
と
の
直
接
交

流
か
ら
で
は
な
く
、
専
ら
漢
文
と
い
う
文
字
メ
デ
ィ
ア
に
依
拠
し
て
情
報

を
得
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
ん
な
内
藤
は
、
台
湾
統
治
の
あ
り
方
に
つ
い

て
内
地
延
長
主
義
を
唱
え
、
民
間
日
本
人
の
積
極
的
な
入
植
を
求
め
た
。

彼
ら
に
よ
っ
て
現
地
住
民
の
風
俗
習
慣
の
日
本
化
が
促
さ
れ
、
そ
れ
は
台

湾
の
文
明
化
に
貢
献
す
る
と
信
じ
ら
れ
た
の
だ
っ
た
。

三

　

以
上
、
本
書
の
内
容
を
概
観
し
た
。
各
章
が
、
前
に
引
用
し
た
①
②
③

の
大
き
な
主
題
に
沿
っ
た
各
論
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
だ
ろ
う
。

割
愛
し
た
補
論
一
・
二
の
内
容
も
含
め
、
本
稿
で
紹
介
で
き
な
か
っ
た
論

点
は
こ
れ
以
外
に
数
多
く
あ
る
。
史
料
に
即
し
た
各
章
個
別
の
分
析
は
精

緻
で
あ
り
、
当
該
期
の
国
粋
主
義
グ
ル
ー
プ
の
活
動
に
つ
い
て
さ
ま
ざ
ま

な
こ
と
を
教
え
ら
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
本
書
を
通
読
し
終
え
て
気
に

な
っ
た
点
に
つ
き
、
ど
ち
ら
も
全
体
に
関
わ
る
こ
と
な
の
だ
が
、
二
点
述

べ
た
い
。

　

一
点
目
は
、
各
章
の
分
析
に
お
い
て
五
人
の
思
想
家
の
、
特
定
の
時
期

の
特
定
の
ト
ピ
ッ
ク
に
関
す
る
個
人
的
な
思
想
形
成
の
過
程
が
丁
寧
に
描

き
出
さ
れ
て
い
た
一
方
で
、
こ
の
五
人
が
東
邦
協
会
と
い
う
場
で
の
活
動

を
通
じ
て
交
差
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
集
団
の
な
か
で
新
た
な
思
想
が
立
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ち
上
が
っ
て
く
る
過
程
に
つ
い
て
の
描
写
が
あ
ま
り
見
ら
れ
な
か
っ
た
、

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

本
稿
の
冒
頭
で
も
示
し
た
よ
う
に
、
著
者
は
本
書
の
考
察
対
象
と
し
て

東
邦
協
会
に
着
眼
し
、
こ
の
場
に
お
い
て
「
い
か
な
る
ア
ジ
ア
認
識
が
、

い
か
に
し
て
形
成
さ
れ
る
の
か
」
を
明
ら
か
に
す
る
、
と
い
う
研
究
目
的

を
設
定
し
て
い
た
。
本
書
は
、
高
橋
健
三
や
内
藤
湖
南
と
い
っ
た
個
人
の

思
想
形
成
の
過
程
を
個
別
に
明
ら
か
に
し
た
論
文
を
寄
せ
集
め
た
も
の
、

と
い
う
わ
け
で
は
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
だ
か
ら
読
者
と
し
て
は
、
例

え
ば
、
一
人
の
思
想
家
の
海
外
体
験
が
東
邦
協
会
と
い
う
場
に
参
集
し
た

メ
ン
バ
ー
に
よ
っ
て
間
接
的
に
追
体
験
さ
れ
、
彼
の
意
見
が
賛
同
を
集
め
、

そ
れ
が
契
機
と
な
っ
て
新
た
な
思
想
が
展
開
す
る
、
と
い
う
よ
う
な
立
体

的
描
写
を
期
待
す
る
。
実
際
、
第
一
章
で
は
、
稲
垣
満
次
郎
の
海
外
経
験

に
よ
っ
て
は
じ
め
て
獲
得
さ
れ
た
構
想
が
、
東
邦
協
会
の
メ
ン
バ
ー
に
好

意
的
に
迎
え
ら
れ
る
こ
と
で
権
威
を
増
し
、
著
作
や
講
演
を
介
し
て
地
方

の
実
業
家
に
ま
で
影
響
を
与
え
新
た
な
思
想
潮
流
と
な
り
、
具
体
的
な
政

治
行
動
に
ま
で
結
び
つ
く
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
が
、
し
っ
か
り
と
描
き
出
さ
れ

て
い
た
。

　

し
か
し
、
第
二
章
以
後
終
章
に
至
る
ま
で
の
叙
述
で
は
、
そ
う
し
た
場

に
お
い
て
思
想
が
醸
成
さ
れ
る
過
程
を
追
跡
し
よ
う
と
い
う
著
者
の
構
え

を
ほ
と
ん
ど
確
認
で
き
な
く
な
る
の
で
あ
る
。
因
果
関
係
の
説
明
な
し
に
、

東
邦
協
会
の
メ
ン
バ
ー
の
誰
と
誰
と
が
同
じ
よ
う
な
主
張
を
し
て
い
た
、

と
確
認
さ
れ
る
に
と
ど
ま
る
。
一
例
と
し
て
、
第
三
章
で
高
橋
健
三
の
思

想
と
し
て
あ
げ
ら
れ
た
西
洋
の
「
私
欲
」
批
判
と
東
洋
の
「
人
道
」
に
基

づ
く
規
範
意
識
だ
が
、
こ
れ
は
著
者
も
指
摘
す
る
よ
う
に
陸
羯
南
が
主
唱

し
た
国
民
主
義
の
論
理
と
し
て
有
名
な
も
の
で
あ
り
、
そ
の
内
実
に
つ
い

て
は
先
行
論
で
詳
細
に
検
討
さ
れ
て
い
る
。
だ
と
す
れ
ば
、
本
書
の
目
的

に
照
ら
し
た
時
、
こ
う
し
た
ア
ジ
ア
的
な
規
範
意
識
が
、
い
つ
、
誰
に
よ

っ
て
、
ど
こ
か
ら
も
た
ら
さ
れ
た
の
か
が
問
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ

た
は
ず
で
あ
る
。
例
え
ば
、
陸
羯
南
の
独
創
と
考
え
ら
れ
て
い
た
論
説
が
、

実
は
高
橋
健
三
の
影
響
下
に
書
き
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
証
明

す
る
、
と
い
っ
た
議
論
の
立
て
方
が
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
。

　

ま
た
、
集
団
に
お
け
る
思
想
形
成
の
過
程
に
配
慮
す
れ
ば
、
あ
る
個
人

が
集
団
に
持
ち
帰
っ
た
体
験
と
構
想
は
、
組
織
が
結
束
す
る
契
機
を
生
み

出
す
の
み
な
ら
ず
、
他
の
メ
ン
バ
ー
と
の
齟
齬
を
出
じ
さ
せ
、
か
え
っ
て

組
織
が
解
体
す
る
契
機
を
呼
び
込
む
こ
と
も
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

本
書
は
全
体
を
通
じ
て
、
国
粋
主
義
グ
ル
ー
プ
に
お
け
る
国
粋
保
存
の
発

想
な
り
、
ア
ジ
ア
結
集
を
は
か
る
地
域
秩
序
構
想
な
り
の
「
共
有
」
の
側

面
に
関
心
を
集
中
し
た
た
め
、
時
系
列
順
に
並
ん
で
い
る
各
章
の
間
で
の

「
変
遷
」
あ
る
い
は
「
展
開
」
の
側
面
に
対
す
る
検
討
が
、
間
に
日
清
戦

争
と
い
う
大
事
件
を
挟
ん
で
い
る
に
も
拘
わ
ら
ず
、
弱
い
印
象
で
あ
る
。

　

こ
れ
に
関
連
し
て
、
気
に
な
っ
た
こ
と
の
二
点
目
は
、
本
書
で
重
視
さ

れ
た
海
外
体
験
、
特
に
ア
ジ
ア
体
験
に
関
し
て
、
そ
の
質
と
意
義
に
対
す

る
著
者
の
検
討
と
解
釈
の
あ
り
方
で
あ
る
。

　

国
内
海
外
を
問
わ
ず
、
あ
る
地
域
と
人
間
と
の
関
係
性
に
つ
い
て
は
、

①
訪
れ
た
経
験
が
な
い
、
②
旅
行
や
出
張
で
訪
れ
て
短
期
間
滞
在
し
た
、

③
留
学
や
仕
事
で
訪
れ
て
一
定
期
間
居
住
し
た
、
④
移
住
し
長
期
間
に
わ
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た
っ
て
生
活
し
た
、
⑤
そ
の
地
域
の
出
身
者
で
郷
里
だ
、
と
い
う
五
つ
の

レ
ベ
ル
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
一
般
的
に
は
、
そ
の
地
域
と
の

関
係
が
深
ま
る
ほ
ど
愛
着
も
認
識
の
度
合
い
も
深
く
な
る
一
方
、
関
係
が

浅
い
場
合
は
理
解
が
表
面
的
な
ま
ま
に
、
本
人
の
願
望
や
思
い
こ
み
が
反

映
さ
れ
た
偏
っ
た
認
識
や
、
時
に
は
完
全
に
誤
っ
た
認
識
を
生
み
出
し
や

す
い
。

　

本
書
で
論
じ
ら
れ
た
時
点
で
は
、
五
人
の
主
人
公
の
う
ち
、
第
四
章
の

陸
羯
南
の
場
合
は
①
の
レ
ベ
ル
で
、
朝
鮮
に
つ
い
て
の
直
接
経
験
を
も
っ

て
お
ら
ず
、
第
二
章
の
志
賀
重
昂
と
稲
垣
満
次
郎
、
第
三
章
の
高
橋
健
三

は
②
の
レ
ベ
ル
で
、
南
洋
や
西
洋
と
の
接
触
は
短
期
滞
在
時
に
限
ら
れ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
③
〜
④
の
レ
ベ
ル
で
よ
り
深
い
海
外
体
験
が
あ
っ
た
の

は
、
第
一
章
の
稲
垣
と
第
五
章
の
内
藤
湖
南
で
あ
り
、
ア
ジ
ア
地
域
に
限

れ
ば
台
湾
に
赴
任
し
た
内
藤
の
み
で
あ
る
。
に
も
拘
わ
ら
ず
、
著
者
に
従

え
ば
、
内
藤
に
は
そ
の
土
地
で
の
い
わ
ゆ
る
「
異
質
な
他
者
と
の
出
会

い
」
か
ら
の
新
た
な
思
想
の
形
成
が
認
め
ら
れ
な
い
。
台
湾
に
お
け
る
内

藤
は
、
そ
の
地
で
暮
ら
す
他
者
の
「
国
粋
」
保
持
と
発
達
に
対
す
る
配
慮

の
一
切
を
欠
い
た
。
む
し
ろ
、
接
触
レ
ベ
ル
が
低
い
第
二
章
の
志
賀
や
稲

垣
の
方
に
そ
う
し
た
配
慮
が
認
め
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
、
地
域
と
人
物
の

関
係
性
レ
ベ
ル
の
差
に
つ
い
て
は
、
よ
り
慎
重
に
検
討
す
る
余
地
が
あ
っ

た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　

発
想
や
構
想
の
「
共
有
」
で
な
く
、「
変
遷
」「
展
開
」
と
い
う
角
度
か

ら
み
て
ゆ
く
と
、
第
二
章
の
志
賀
や
稲
垣
の
海
外
体
験
と
第
五
章
の
内
藤

の
場
合
と
で
は
、「
異
質
な
他
者
と
の
出
会
い
」
の
有
無
に
お
い
て
明
ら

か
に
性
格
が
異
な
る
。
こ
の
差
は
一
体
何
に
由
来
し
た
の
だ
ろ
う
。
志
賀

や
稲
垣
と
、
内
藤
の
パ
ー
ソ
ナ
リ
テ
ィ
の
違
い
に
還
元
す
れ
ば
そ
れ
で
よ

い
問
題
な
の
か
。
そ
れ
と
も
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
か
ア
ジ
ア
人
か
と
い
う
訪

問
先
で
接
触
し
た
相
手
の
違
い
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
国
粋
主
義
グ
ル
ー

プ
全
体
の
思
想
傾
向
そ
の
も
の
は
前
後
で
変
わ
っ
て
い
な
い
と
理
解
す
る

の
か
。
あ
る
い
は
、
植
民
地
領
有
の
前
か
後
か
と
い
う
時
代
の
違
い
の
せ

い
で
あ
り
、
日
清
戦
争
を
契
機
に
グ
ル
ー
プ
の
思
想
傾
向
も
変
化
し
た
と

考
え
る
の
か
。
も
ち
ろ
ん
こ
れ
以
外
に
も
、
さ
ま
ざ
ま
な
検
討
と
解
釈
の

仕
方
が
あ
っ
た
よ
う
に
思
う
。

四

　

最
後
に
。
過
去
の
人
々
の
認
識
を
考
察
対
象
と
す
る
思
想
史
研
究
の
場

合
、
時
代
の
限
界
を
超
え
、
現
代
に
も
通
じ
る
普
遍
性
を
備
え
た
議
論
を

お
こ
な
え
た
偉
人
や
奇
人
の
認
識
や
構
想
の
み
で
は
な
く
、
現
代
か
ら
振

り
返
れ
ば
、
偏
り
、
誤
っ
て
い
た
と
評
さ
ざ
る
を
え
な
い
、
当
時
の
常
識

人
た
ち
の
認
識
や
構
想
を
相
手
と
す
る
こ
と
に
も
大
き
な
意
味
が
あ
る
。

偏
向
や
誤
解
を
指
摘
し
て
、「
だ
か
ら
偽
で
あ
り
、
悪
な
の
だ
」
と
見
限

る
の
は
た
や
す
い
。
そ
う
で
は
な
く
て
、
偏
り
、
時
に
誤
っ
た
情
報
に
基

づ
い
て
思
想
が
形
成
さ
れ
て
し
ま
う
過
程
を
、
そ
れ
は
そ
う
い
う
も
の
と

し
て
冷
静
に
捉
え
返
し
て
い
こ
う
と
い
う
構
え
が
、
特
に
近
代
日
本
に
お

け
る
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
や
ア
ジ
ア
主
義
と
向
き
合
う
場
合
は
肝
心
な
の
だ

と
思
う
。
抑
制
の
効
い
た
中
川
氏
の
語
り
口
に
触
れ
、
あ
ら
た
め
て
、
そ

う
考
え
る
こ
と
が
で
き
た
。
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著
者
の
中
川
氏
と
評
者
と
は
、
と
も
に
一
九
七
〇
年
代
の
後
半
生
ま
れ

で
同
世
代
で
あ
る
。
思
い
起
こ
せ
ば
、
こ
の
世
代
が
学
部
生
時
代
を
過
ご

し
た
世
紀
転
換
期
当
時
は
、
新
し
い
歴
史
教
科
書
問
題
に
象
徴
さ
れ
る
歴

史
修
正
主
義
の
声
が
喧
し
か
っ
た
一
方
、
こ
の
動
き
に
対
抗
し
て
「
ナ
シ

ョ
ナ
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
を
超
え
る
」「
国
境
を
越
え
る
」
と
い
っ
た
標
語

を
掲
げ
、
一
国
史
観
の
超
克
を
実
現
す
る
た
め
の
方
法
如
何
を
め
ぐ
る
議

論
も
盛
ん
だ
っ
た
。
あ
れ
か
ら
お
よ
そ
二
〇
年
。
政
治
目
的
あ
り
き
の
歴

史
研
究
か
ら
は
距
離
を
置
き
た
い
と
願
い
つ
つ
、
日
本
に
お
け
る
ナ
シ
ョ

ナ
リ
ズ
ム
と
グ
ロ
ー
バ
リ
ズ
ム
の
来
し
方
を
冷
静
に
見
定
め
よ
う
と
努
め

て
き
た
、
そ
う
い
う
研
究
者
と
し
て
の
試
行
錯
誤
の
道
程
は
、
あ
る
い
は

著
者
と
評
者
に
共
通
の
も
の
な
の
か
も
し
れ
な
い
。
今
後
の
氏
に
よ
っ
て

研
究
が
ま
す
ま
す
深
め
ら
れ
、
本
書
の
続
編
と
な
る
論
考
が
次
々
生
み
出

さ
れ
る
こ
と
を
願
う
。

 

（
東
義
大
学
校
助
教
授
）

水
谷
悟
著

『
雑
誌
『
第
三
帝
国
』
の
思
想
運
動

　
─
茅
原
華
山
と
大
正
地
方
青
年
』

（
ぺ
り
か
ん
社
・
二
〇
一
五
年
）

神
谷

　
昌
史

一

　

近
年
の
近
代
日
本
思
想
史
研
究
に
お
い
て
、
雑
誌
メ
デ
ィ
ア
と
関
連
し

た
も
の
は
盛
況
を
極
め
て
い
る
印
象
が
あ
る
。
た
と
え
ば
こ
こ
二
、
三
年

ほ
ど
で
出
版
さ
れ
た
成
果
と
し
て
思
い
つ
く
も
の
を
挙
げ
て
み
て
も
、
佐

藤
卓
己
氏
の
編
著
を
含
め
た
著
作
（『『
図
書
』
の
メ
デ
ィ
ア
史

─
「
教
養

主
義
」
の
広
報
戦
略
』
岩
波
書
店
、
二
〇
一
五
年
、
同
他
編
『
日
本
の
論
壇
雑

誌

─
教
養
メ
デ
ィ
ア
の
盛
衰
』
創
元
社
、
二
〇
一
四
年
、
同
編
『
青
年
と
雑

誌
の
黄
金
時
代

─
若
者
は
な
ぜ
そ
れ
を
読
ん
で
い
た
の
か
』
岩
波
書
店
、
二

〇
一
五
年
）、
雑
誌
を
中
心
と
し
た
出
版
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
を
対
象
と
し

た
大
澤
聡
『
批
評
メ
デ
ィ
ア
論

─
戦
前
期
日
本
の
論
壇
と
文
壇
』（
岩

波
書
店
、
二
〇
一
五
年
）、
本
誌
第
四
五
号
に
宇
野
田
尚
哉
氏
の
書
評
が
掲

載
さ
れ
た
根
津
朝
彦
『
戦
後
『
中
央
公
論
』
と
「
風
流
夢
譚
」
事
件

─

「
論
壇
」・
編
集
者
の
思
想
史
』（
日
本
経
済
評
論
社
、
二
〇
一
三
年
）
な
ど

を
は
じ
め
、
数
え
上
げ
る
と
き
り
が
な
い
。

　

メ
デ
ィ
ア
史
研
究
の
進
展
が
思
想
史
研
究
に
も
波
及
し
て
い
る
か
ら
な
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