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一　

注
は
、
各
章
末
尾
に
挙
げ
た
。

一　

引
用
論
文
に
つ
い
て
は
、
引
用
末
尾
に
例
え
ば
、［
辻
二
〇
二
四
］
と
い
う
形
式
で
表
示
し
、
注
に
お
い
て
詳
細
を
明
示
し
た
。

繰
り
返
し
同
じ
論
文
を
引
用
す
る
場
合
、
二
例
目
以
後
は
本
文
中
に
、［
辻
二
〇
二
四
］
と
の
み
示
し
て
、
注
に
は
繰
り
返
さ
な

い
。
傍
線
・
傍
点
等
は
、
と
く
に
注
記
し
な
い
限
り
、
私
に
付
し
た
も
の
で
あ
る
。

一　
『
栄
花
物
語
』
の
引
用
は
、
日
本
古
典
文
学
大
系
『
栄
花
物
語
』（
岩
波
書
店
）
の
本
文
に
よ
る
。
た
だ
し
、
仮
名
遣
い
は
、
歴

史
的
仮
名
遣
い
に
改
め
、
漢
字
は
新
字
体
を
基
本
と
し
、
踊
り
字
は
元
に
戻
す
場
合
が
あ
る
。
傍
点
・
傍
線
等
は
論
者
に
よ
る
も

の
で
あ
る
。
括
弧
内
は
、
巻
名
、
頁
数
で
あ
る
。

一　
『
大
鏡
』
の
引
用
は
、
日
本
古
典
文
学
全
集
『
大
鏡
』（
小
学
館
）
に
よ
る
。
傍
点
・
傍
線
等
は
論
者
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
括

弧
内
は
、
章
段
名
、
頁
数
で
あ
る
。

一　
『
源
氏
物
語
』
の
引
用
は
、
日
本
古
典
文
学
全
集
『
源
氏
物
語
』（
小
学
館
）
に
よ
る
。
傍
点
・
傍
線
等
は
論
者
に
よ
る
も
の
で

あ
る
。
括
弧
内
は
、
巻
名
、
巻
数
、
頁
数
で
あ
る
。

一　

そ
の
他
、
引
用
作
品
の
本
文
に
つ
い
て
は
、
す
べ
て
各
章
末
尾
の
注
に
明
示
し
た
。

一　

注
釈
書
・
歴
史
資
料
等
の
本
文
に
つ
い
て
は
、
す
べ
て
各
章
末
尾
の
注
に
明
示
し
た
。
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9 序章　「歴史」ではなく、「物語」であること

序
章
　「
歴
史
」
で
は
な
く
、「
物
語
」
で
あ
る
こ
と

本
書
の
問
題
意
識
の
始
ま
り
は
、
文
学
史
的
に
抵
抗
な
く
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
る
術
語
と
し
て
の
「
歴
史
物
語
」
へ
の
違
和
感
で
あ
っ

た
。
そ
れ
は
、「
歴
史
」
と
「
物
語
」
と
い
う
異
質
な
も
の
が
、
直
接
的
に
結
び
付
け
ら
れ
て
い
る
、
一
種
安
易
な
命
名
へ
の
違
和
感
で

あ
る
。
そ
れ
が
長
く
用
い
ら
れ
て
い
る
内
に
固
定
化
さ
れ
て
、
そ
こ
に
新
た
な
意
味
が
生
成
さ
れ
て
し
ま
う
の
は
問
題
で
あ
る
。

「
歴
史
物
語
が
「
物
語
」
で
あ
る
こ
と
」
を
改
め
て
問
い
た
い
と
思
う
。
無
論
、
言
う
ま
で
も
な
く
、
歴
史
物
語
は
「
物
語
」
で
あ
る
、

当
然
の
こ
と
で
あ
る
と
言
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、「
歴
史
物
語
」
を
題
材
と
し
て
扱
う
と
き
、
依
然
と
し
て
「
歴
史
叙
述
と

し
て
」
と
い
う
前
提
で
の
考
察
が
広
く
浸
透
し
て
い
る
状
況
が
あ
る
こ
と
も
事
実
で
あ
る
。「
物
語
」
と
し
て
の
歴
史
物
語
、
と
い
う
主

張
を
展
開
し
て
お
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。

「
物
語
」
と
は
、
広
く
は
、
表
現
さ
れ
て
い
る
も
の
全
般
を
指
す
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
れ
で
は
漠
然
と
し
す
ぎ
る
の
で
、
作
り

物
語
を
頂
点
に
、
そ
れ
ほ
ど
で
な
く
と
も
、
何
ら
か
の
話
の
筋
、
あ
る
い
は
語
り
手
の
思
わ
く
が
把
握
で
き
る
ま
と
ま
り
の
あ
る
表
現
と

い
う
程
の
広
が
り
で
考
え
て
い
る
。

一
　「
歴
史
」
と
「
物
語
」
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傍
線
部
は
、「
歴
史
物
語
」（
と
く
に
『
栄
花
物
語
』
に
つ
い
て
）
の
本
質
を
言
い
当
て
て
い
る
。

「
物
語
文
体
…
物
語
文
学
の
方
法
を
踏
襲
し
て
い
る
」
と
は
、
ま
さ
に
「
物
語
」
の
こ
と
を
言
っ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
以
外
で

は
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
主
格
は
、「
本
質
的
に
は
史
書
と
い
う
べ
き
栄
花
物
語
が
」
で
あ
る
。

「
歴
史
＝
事
実
、
真
実
／
物
語
＝
虚
構
、
嘘
」、
こ
の
単
純
こ
の
上
な
い
図
式
は
、
相
当
程
度
根
強
い
。
松
村
の
指
摘
は
、「
歴
史
物
語
」

（『
栄
花
物
語
』）
の
本
質
を
か
な
り
の
確
度
で
捉
え
て
い
な
が
ら
、
図
式
か
ら
自
由
で
は
な
か
っ
た
。
つ
ま
り
、「
歴
史
物
語
」
は
、「
物

語
」
で
あ
る
、
と
言
い
切
れ
な
い
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
「
物
語
文
学
の
方
法
を
踏
襲
し
て
い
る
」
と
朧
化
さ
せ
た
表
現
に
な
っ
て
し

ま
っ
て
い
る
。

松
村
は
同
書
補
注
で
、『
栄
花
物
語
』
を
「
作
り
物
語
の
一
つ
」
と
す
る
河
北
騰
の
説
）
（
（

を
紹
介
し
な
が
ら
も
、
詰
ま
る
と
こ
ろ
、「
史
書

の
中
に
文
学
性
を
見
る
と
い
う
の
が
本
質
的
な
も
の
で
あ
ろ
う
」
と
し
て
し
ま
っ
て
い
る
。『
栄
花
物
語
』
に
よ
っ
て
「
歴
史
物
語
」
を

代
表
さ
せ
て
い
る
だ
け
に
、
こ
の
定
義
、
認
識
は
、「
歴
史
物
語
」
に
つ
い
て
の
も
の
と
理
解
し
て
良
い
。

松
村
は
、『
栄
花
物
語
』
の
文
体
に
つ
い
て
、
次
の
指
摘
を
行
っ
て
い
る
。

六
国
史
か
ら
歴
史
物
語
へ
の
推
移
は
、
漢
文
が
仮
名
文
に
変
わ
り
、
官
撰
が
私
撰
に
変
わ
っ
た
と
い
う
だ
け
の
こ
と
で
は
な
い
。
同

じ
く
編
年
体
で
あ
っ
て
も
、
両
者
の
間
に
は
内
容
的
に
は
ほ
と
ん
ど
関
係
が
無
い
と
い
っ
て
も
よ
い
。
栄
花
物
語
は
栄
花
物
語
と
し

て
独
自
な
編
年
体
の
記
述
を
展
開
し
て
い
る
。
こ
こ
に
、
こ
の
物
語
と
し
て
の
創
造
が
認
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
も
文

学
的
構
成
の
問
題
か
ら
い
う
な
ら
ば
、
お
そ
ら
く
作
品
構
成
上
の
マ
イ
ナ
ス
と
い
う
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
が
、
道
長
物
語
的
な
も
の

を
内
包
す
る
独
創
的
な
編
年
体
史
と
し
て
特
色
あ
る
作
品
と
な
っ
て
い
る
。

こ
の
指
摘
は
、
と
く
に
重
要
な
こ
と
だ
と
思
え
る
。
一
つ
に
は
、「
歴
史
物
語
」
の
文
体
は
、
官
撰
国
史
の
漢
文
体
が
仮
名
文
体
に
変

わ
っ
た
と
い
う
よ
う
な
こ
と
で
は
な
い
。
独
自
の
仮
名
文
体
が
創
造
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
今
ひ
と
つ
は
、『
栄
花
物
語
』
に
お
い

て
道
長
物
語
的
な
も
の
を
含
ん
だ
独
創
的
な
「
編
年
体
史
」
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

さ
す
が
に
、

歴
史
＝
事
実
、
真
実
／
物
語
＝
虚
構
、
嘘

と
い
う
程
に
単
純
で
は
な
く
と
も
、
今
以
て
こ
の
よ
う
な
図
式
的
観
念
を
抱
い
て
し
ま
う
こ
と
は
相
当
程
度
あ
る
こ
と
だ
ろ
う
。
だ
と
す

る
と
、
歴
史
／
物
語
と
は
、
内
部
に
亀
裂
を
抱
え
た
術
語
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
じ
つ
に
不
可
解
な
術
語
で
あ
り
な
が
ら
、
そ
れ
で
も
今

以
て
用
い
続
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

あ
ら
か
じ
め
言
っ
て
お
け
ば
、「
歴
史
」
と
い
う
語
に
拘
る
の
は
、
事
実
0

0

を
「
歴
史
物
語
」
の
中
に
探
り
出
し
て
い
こ
う
と
す
る
姿
勢

と
結
び
付
い
て
い
る
。
そ
れ
は
、『
栄
花
物
語
』
に
つ
い
て
も
『
大
鏡
』
に
つ
い
て
も
、
同
じ
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
が
、「
物
語
」

で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
事
実
探
し

0

0

0

0

は
初
め
か
ら
見
当
外
れ
の
行
為
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
の
場
合
は
、
結
果
的
に
考
え
あ
ぐ
ね
て
、

「
こ
う
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
」、
と
推
量
す
る
ほ
か
な
い
こ
と
に
な
る
。
換
言
す
る
と
、
歴
史
叙
述
で
あ
る
こ
と
に
拘
る
の
は
、
事
実

探
し
を
し
た
い
と
思
っ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
で
し
か
な
い
の
だ
。「
歴
史
物
語
」
の
本
質
的
な
議
論
に
基
づ
い
て
い
る
も
の
と
は
思
え

な
い
。

研
究
史
を
眺
め
て
み
る
と
、「
事
実
探
し
」
に
原
因
し
て
な
の
だ
と
思
う
が
、
難
解
な
解
説
が
用
意
さ
れ
て
き
た
。「
歴
史
物
語
」
の
定

義
の
初
め
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
る
の
は
、
芳
賀
矢
一
で
あ
る
。
彼
は
、
論
の
最
初
に
、「
歴
史
物
語
と
称
す
る
の
は
、
平
安
時
代
に
発

生
し
た
仮
名
物
語
の
歴
史
を
い
ふ
の
で
あ
る
」
と
定
義
し
た
。「
国
文
で
記
し
た
歴
史
」
と
い
う
表
現
も
あ
る
［
芳
賀
一
九
二
八
）
（
（

］。
定
義

そ
の
も
の
は
と
も
か
く
、
こ
の
「
仮
名
文
＝
国
文
」
表
記
と
い
う
特
徴
が
、
定
義
の
重
要
な
要
素
で
は
あ
る
。
同
時
に
、
そ
の
こ
と
が
、

「
歴
史
」「
物
語
」
の
接
合
と
い
う
不
可
解
な
事
柄
を
導
い
て
い
る
。

松
村
博
司
は
、『
歴
史
物
語
』
に
お
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
［
松
村
一
九
六
一
）
（
（

］。

本
質
的
に
は
史
書
と
い
う
べ
き
栄
花
物
語
が
、
物
語
文
体
を
用
い
て
い
る
こ
と
、
和
歌
を
混
え
る
物
語
形
態
で
あ
る
こ
と
、
会
話
を

駆
使
し
て
物
語
場
面
を
造
型
し
て
い
る
こ
と
等
、
歴
史
叙
述
の
方
法
と
し
て
、
物
語
文
学
の
方
法
を
踏
襲
し
て
い
る
。
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の
だ
ろ
う
か
。
そ
の
一
方
、
別
の
と
こ
ろ
で
は
、

『
栄
花
物
語
』
は
、
こ
の
当
時
の
物
語
風
史
書
の
最
初
の
作
品
で
あ
っ
て
、
編
年
体
の
か
た
ち
で
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
テ
ィ
ー
な
情
緒
あ
ふ

れ
る
物
語
風
な
仮
名
を
以
て
執
筆
し
た
新
し
い
か
た
ち
の
史
書
を
造
り
上
げ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

と
も
述
べ
て
い
る
）
（
（

。『
栄
花
物
語
』
と
い
う
限
定
は
付
く
が
、「
歴
史
物
語
の
最
初
の
作
品
『
栄
花
物
語
』」
と
し
た
上
で
の
記
述
で
あ
る

か
ら
、「
歴
史
物
語
」
は
「
史
書
」
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
と
理
解
で
き
る
。「
歴
史
物
語
」
を
取
り
上
げ
た
論
が
難
解
で
あ
る
と
し
た
の

は
、
こ
の
謂
で
あ
る
。

こ
の
傾
向
は
、
恐
ら
く
今
も
ま
だ
続
い
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
福
長
進
は
、「
歴
史
物
語
を
、
ジ
ャ
ン
ル
の
呼
称
で
は
な
く
、
作
品

を
越
え
て
連
環
体
を
な
す
歴
史
叙
述

0

0

0

0

の
謂
で
用
い
る
」
と
す
る
［
福
長
二
〇
一
一
）
（
（

］。
福
長
の
「
歴
史
物
語
」
に
関
し
て
の
分
析
は
、
首
肯

で
き
る
と
こ
ろ
が
多
い
。
そ
れ
だ
け
に
な
ぜ
こ
こ
か
ら
始
発
す
る
の
か
、
疑
問
視
せ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。

福
長
は
、『
栄
花
物
語
』
の
出
現
に
つ
い
て
「
六
国
史
の
途
絶
は
仮
名
文
の
歴
史
創
出
の
間
接
的
、
外
的
要
因
」
で
あ
る
と
の
認
識
を

示
し
て
い
る
。
新
た
な
文
体
の
創
出
と
い
う
、
松
村
の
右
の
指
摘
を
承
け
た
も
の
と
理
解
で
き
る
。
そ
の
上
で
、『
紫
式
部
日
記
』
や
法

成
寺
拝
観
記
、
数
多
の
女
房
日
記
な
ど
の
原
資
料
の
存
在
に
よ
っ
て
『
栄
花
物
語
』
の
歴
史
編
述
が
可
能
と
な
る
状
況
が
用
意
さ
れ
て
い

た
と
し
な
が
ら
も
、
仮
名
文
体
の
創
出
に
つ
い
て
、

し
か
し
、
仮
名
文
の
記
録
の
積
堆
が
ど
ん
な
に
厚
み
を
増
そ
う
と
も
、
そ
れ
ら
を
用
い
て
歴
史
を
書
く
こ
と
と
の
距
離
は
大
き
い
。

そ
の
距
離
を
埋
め
る
べ
き
新
た
な
仮
名
文
の
創
出
を
ま
っ
て
、『
栄
花
物
語
』
の
歴
史
叙
述
の
誕
生
が
あ
っ
た
と
思
う
の
で
あ
る
。

こ
の
新
た
な
仮
名
文
こ
そ
が
『
源
氏
物
語
』
に
他
な
ら
な
い
。

と
し
て
い
る
［
福
長
二
〇
一
一
］。

『
栄
花
物
語
』
の
文
体
と
『
源
氏
物
語
』
と
の
密
接
な
関
係
、
及
び
数
多
の
原
資
料
の
「
積
堆
」
が
あ
っ
た
に
し
て
も
そ
れ
が
『
栄
花

物
語
』
の
文
体
に
直
結
せ
ず
、
そ
こ
に
『
源
氏
物
語
』
と
い
う
画
期
的
な
文
体
が
介
在
し
て
始
め
て
新
た
な
文
体
が
成
立
す
る
の
で
あ
る
、

い
ず
れ
の
指
摘
も
、
図
ら
ず
も
、
根
本
に
「
歴
史
物
語
」
が
「
物
語
」
と
し
て
存
在
し
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
官
撰
国

史
の
文
体
の
変
化
に
よ
っ
て
「
歴
史
物
語
」
を
説
明
す
る
わ
け
に
い
か
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
が
、「
歴
史
物
語
」
の
仮
名
文
体
に

つ
い
て
、
仮
名
で
あ
る
こ
と
ば
か
り
が
取
り
上
げ
ら
れ
る
傾
向
に
あ
る
。
し
か
し
、
仮
名
文
体
に
な
る
と
は
、
作
品
の
質
の
変
容
を
伴
う

こ
と
な
の
だ
と
い
う
こ
と
が
看
過
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
松
村
は
、
そ
の
点
を
指
摘
し
て
い
る
。
道
長
物
語
的
な
一
人
の
人
物
に
焦
点

を
当
て
た
も
の
が
、
作
品
内
に
取
り
込
ま
れ
て
い
け
る
の
も
、
こ
の
質
的
変
容
に
よ
る
か
ら
で
あ
る
。
独
自
の
仮
名
文
体
が
創
造
さ
れ
て

い
な
け
れ
ば
実
現
で
き
る
は
ず
は
な
い
。
そ
し
て
、
こ
の
質
的
変
容
の
特
色
が
こ
と
ご
と
く
、
物
語
叙
述
の
特
質
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、

す
な
わ
ち
、
こ
の
変
容
は
本
質
的
に
「
物
語
化
」
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

「
編
年
体
」
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
加
藤
静
子
が
「
編
年
体
は
同
様
で
も
、
六
国
史
を
継
ぐ
意
識
な
ど
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
」
と
し

［
加
藤
二
〇
一
五
）
（
（

］、
そ
れ
を
承
け
て
桜
井
宏
徳
は
、「『
栄
花
物
語
』
は
六
国
史
を
継
承
す
る
意
思
に
基
づ
い
て
「
こ
ち
よ
り
て
の
こ
と
」

を
書
い
た
の
だ
、
と
す
る
今
な
お
根
強
い
見
方
は
、
否
定
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
」
と
し
、『
栄
花
物
語
』
の
編
年
体
は
、

「
か
な
物
語
」
な
ら
で
は
の
「
年
立
的
時
間
」
を
ベ
ー
ス
と
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
六
国
史
や
『
新
国
史
』
を
継
承
し
よ
う
と
す
る

意
図
に
よ
っ
て
選
び
取
ら
れ
た
歴
史
叙
述
と
し
て
の
形
式
で
は
な
い

と
し
て
い
る
［
桜
井
二
〇
一
八
）
（
（

］。

こ
の
よ
う
に
主
張
し
つ
つ
も
、
し
か
し
、「
歴
史
叙
述
」
で
あ
る
こ
と
に
依
然
と
し
て
拘
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

山
中
裕
も
、「
歴
史
物
語
」
を
次
の
よ
う
に
ひ
と
ま
ず
定
義
し
て
い
る
［
山
中
一
九
六
二
）
（
（

］。

歴
史
物
語
と
は
、
歴
史
を
物
語
の
形
式
で
書
く
こ
と
、
お
よ
び
、
素
材
を
歴
史
に
採
っ
て
物
語
を
書
く
こ
と
と
考
え
ら
れ
、
前
者
は

歴
史
に
重
き
が
置
か
れ
、
後
者
は
文
学
に
重
き
が
置
か
れ
た
説
き
方
で
あ
る
。

こ
れ
に
よ
る
と
、「
歴
史
物
語
」
の
定
義
と
し
て
、
前
・
後
者
は
説
明
の
重
点
の
置
き
方
の
違
い
に
過
ぎ
ず
、
同
じ
も
の
と
い
う
こ
と

に
な
る
。
つ
ま
り
、
山
中
の
理
解
と
し
て
は
、
前
者
は
「
歴
史
」、
後
者
は
「
物
語
」
で
あ
る
か
ら
、
歴
史
と
物
語
は
同
じ
こ
と
に
な
る


