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素
論
が
紹
介
さ
れ
、
そ
の
四
元
素
論
に
基
づ
く
人
間

の
性
質
の
説
明
に
次
の
言
葉
が
記
さ
れ
て
い
る
。

「
冷
た
く
て
湿
っ
て
い
る
体
液
が
粘
汁
豆
諸50
で

水
の
性
質
を
持
つ
。
な
か
な
か
反
応
を
表
さ
ず
沈

着
、
悪
く
言
え
ば
煮
え
切
ら
ず
、
鈍
重
で
あ
る
。
動

物
花
か
ら
花
へ

ド
ナ
ル
ド
・
キ

l

ン
著
/
金
関
寿
夫
訳

『
日
本
人
の
美
意
識
』

作
が
遅
く
活
気
が
無
い
だ
け
で
な
く
、
寒
が
り
で
眠

り
込
み
易
く
過
去
の
事
を
忘
れ
る
。
老
人
に
多
い
性

質
で
あ
る
己
お
互
い
年
を
と
っ
て
し
ま
っ
た
同
士

の
慰
め
か
。

(
平
凡
社
・
二
、
五
七
五
円
)

の，
稲

草
穴
(
三
重
大
学
助
教
授
)

そ
の
処
女
出
版
か
ら
ま
も
な
く
半
世
紀
に
及
び
、
〉
付
け
る
樹
に
首
っ
た
け
」
に
な
っ
た
り
す
る
の
か
を

戸
、
r
.

今
な
お
膨
大
な
『
日
本
文
学
史
』
を
執
筆
中
の
、
五

C

納
得
し
て
貰
う
た
め
に
は
、
こ
ん
な
に
重
宝
な
「
あ

者
の
巨
大
な
業
績
の
な
か
か
ら
、
本
書
に
取
ら
れF挙
~
ん
ち
ょ
こ
」
は
他
に
な
い
。
こ
の
総
論
は
、
今
や
、

一
幻
伺
ハ

の
は
、
四
十
歳
代
の
比
較
的
学
術
的
な
体
裁
を
も
っ
一
色
そ
れ
自
体
暗
唱
に
値
す
る
古
典
で
あ
る
。

た
エ
ッ
セ
イ
七
本
で
あ
り
、
そ
こ
に
恩
師
アl
サ
!
?
z

そ
の
見
本
と
し
て
、
キ
l

ン
教
授
お
は
こ
の
一
つ

・
ウ
ェ
イ
レ
l

へ
め
追
悼
と
、
一
九
六
六
年
現
在
の
だ
が
、
や
は
り
芭
蕉
の
「
枯
枝
に
烏
の
と
ま
り
け
り

/
L
Z

\

民

「
専
門
家
の
告
島
凶
\
が
添
え
ら
れ
て
い
る
。
秋
の
暮
」
読
解
を
挙
げ
て
お
こ
う

o

は
た
し
て
烏
は

『
日
本
人
の
美
意
識
』
は
、
回
目
頭
に
総
論
と
し
て
単
数
か
複
数
か
、
「
秋
の
暮
」
と
は
秋
の
「
日
暮
れ
」

据
え
ら
れ
た
エ
ッ
セ
イ
の
題
名
に
由
来
す
る
。
こ
の
の
こ
と
な
の
か
、
そ
れ
と
も
晩
秋
の
こ
と
な
の
か
。

文
に
限
ら
ず
、
本
書
に
取
ら
れ
た
エ
ッ
セ
イ
は
い
ず
英
語
と
い
う
異
語
に
翻
訳
し
て
み
て
は
じ
め
て
明
ら
み

U

れ
も
本
来
、
日
本
人
を
読
者
と
し
て
想
定
し
た
も
の
か
に
な
る
、
こ
う
し
た
多
義
性
な
い
し
暖
味
さ
に
こ

f
v
b

で
は
な
い
。
だ
が
そ
れ
だ
け
に
、
事
情
に
通
じ
ぬ
欧
そ
、
確
定
を
拒
絶
し
て
摺
り
抜
け
て
ゆ
く
意
味
の
た

f
m

米
の
教
養
人
に
、
一
体
な
ぜ
日
本
人
は
、
「
た
だ数

ゆ
た
い
が
あ
り
、
そ
う
し
た
余
情
が
日
本
詩
歌
の
魅

日
の
開
花
を
楽
し
む
た
め
に
、
果
樹
の
く
せ
に
実
を
力
と
な
っ
て
い
る

。

結
ば
ず
、
代
わ
り
に
い
や
ら
し
い
毛
虫
を
沢
山
寄
せ
そ
の
よ
う
に
説
く
著
者
は
、
し
か
し
そ
う
と
知
っ

賀

繁

た
か
ら
に
は
、
今
や
不
可
能
で
し
か
な
い
選
択
を
下

し
て
、
裏
切
ら
れ
る
こ
と
必
定
の
英
文
訳
を
新
た
に

織
り
上
げ
る
の
他
は
な
い
。
「
定
め
な
き
こ
そ
、
い

み
じ
け
れ
」
。
お
よ
そ
何
で
あ
れ
、
断
定
は
、
そ
の
端

か
ら
掘
り
崩
さ
れ
る
の
が
、
日
本
と
付
き
合
っ
た
身

の
定
め
な
の
だ
。

そ
し
て
、
「
わ
ざ
と
せ
ぬ
が
よ
き
」

と
い
う
美
学
を
、
そ
れ
で
も
英
語
で
「
し
て
」
み

せ
、
「
見
ぬ
日
ぞ
お
も
し
ろ
き
」
と
い
う
美
意
識
を
、

そ
れ
で
も
見
せ
ね
ば
な
ら
な
い
の
だ
か
ら
、
事
は
や

っ
か
い
な
の
で
あ
る
。

聡
明
さ
ゆ
え
の
屈
曲
。
お
そ
ら
く
、
さ
れ
ば
こ
そ
、

ウ
ェ
イ
レ
I

に
た
い
す
る
キ
l

ン
氏
の
評
価
は
、
微

妙
な
磐
り
を
宿
さ
ず
に
は
お
か
な
い
の
だ
ろ
う

D

と

か
く
そ
の
意
訳、

が
あ
ま
り
に
自
由
で
あ
る
と
物
議
を

か
も
す
ウ
ェ
イ
レ
I

訳
で
は
あ
る
が
、
『
源
氏
物
語
』

に
せ
よ
『
枕
草
子
』
に
せ
よ
、
そ
の
原
文
の
雰
囲
気

に
も
っ
と
も
し
っ
く
り
と
な
じ
む
ト
l

ン
で
唱
和
し

て
み
せ
る
か
れ
の
「
天
才
的
な
直
観
力
」
と
、
そ
れ
を

支
え
る
知
識
に
は
実
は
恐
る
べ
き
も
の
が
あ
っ
た
、

と
い
う
。
注
釈
書
も
な
い
の
に
、
漢
文
を
含
め
ど
ん

な
難
解
な
文
章
で
も
ほ
と
ん
ど
本
能
的
に
理
解
で
き

た
と
い
う
の
だ
か
ら
、
恐
る
べ
き
は
な
し
で
あ
る
。

晩
年
手
の
不
自
由
な
ウ
ェ
イ
レ
l

に
、
筆
耕
と
な

る
こ
と
を
申
し
出
た
ほ
ど
の
キ
I

ン
氏
で
あ
る
。
こ

の
思
人
の
声
を
聞
き
た
け
れ
ば
、
遺
さ
れ
た
本
の
一

冊
を
ひ
も
と
き
さ
え
す
れ
ば
よ
い
の
だ
、
と
い
う
慰

め
で
は
、
か
え

っ
て
取
り
返
し
の
つ
か
ぬ
喪
失
感
が

痛
切
に
惨
ん
で
い
る
。
キ
ー
ン
節
の
こ
う
し
た

磐
り

は
、
な
に
か
し
ら
ぶ
れ
た
重
ね
絵
の
よ
う
な
、
捉
え
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た
か
ら
に
は
、
今
や
不
可
能
で
し
か
な
い
選
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を
下

し
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、

裏
切
ら
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こ
と
必
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英
文
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を
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に

織
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上
げ
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の
他
は
な
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。
「
定
め
な
き
こ
そ
、
い

み
じ
け
れ
」
。
お
よ
そ
何
で
あ
れ
、
断
定
は
、
そ
の
端

か
ら
掘
り
崩
さ
れ
る
の
が
、
日
本
と
付
き
合
っ
た
身

の
定
め
な
の
だ

D

そ
し
て
、
「
わ
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と
せ
ぬ
が
よ
き
」

と
い
う
美
学
を
、
そ
れ
で
も
英
語
で
「
し
て
」
み

せ
、
「
見
ぬ
日
ぞ
お
も
し
ろ
き
」
と
い
う
美
意
識
を
、

そ
れ
で
も
見
せ
ね
ば
な
ら
な
い
の
だ
か
ら
、
事
は
や

っ
か
い
な
の
で
あ
る
。

聡
明
さ
ゆ
え
の
屈
曲
。
お
そ
ら
く
、
き
れ
ば
こ
そ
、

ウ
ェ
イ
レ

l
に
た
い
す
る
キ
l
ン
氏
の
評
価
は
、
微

妙
な
磐
り
を
宿
さ
ず
に
は
お
か
な
い
の
だ
ろ
う
。
と

か
く
そ
の
意
訳
が
あ
ま
り
に
自
由
で
あ
る
と
物
議
を

そ
の
処
女
出
版
か
ら
ま
も
な
く
半
世
紀
に
及
び
、
一
〉
付
け
る
樹
に
首
っ
た
け
」
に
な
っ
た
り
す
る
の
か
を
か
も
す
ウ
ェ
イ
レ

l
訳
で
は
あ
る
が
、
『
源
氏
物
語
』

今
な
お
膨
大
な
『
日
本
文
学
史
』
を
執
筆
中
の
、
五

α
納
得
し
て
貰
う
た
め
に
は
、
こ
ん
な
に
重
宝
な
「
あ

に
せ
よ
『
枕
草
子
』
に
せ
よ
、
そ
の
原
文
の
雰
囲
気

者
の
巨
大
な
業
績
の
な
か
か
ら
、
本
書
に
取
ら
れ
こ
え

ん

ち

ょ

こ
」
は
他
に
な
い
。
こ
の
総
論
は
、
今
や
、

に
も
っ
と
も
し
っ
く
り
と
な
じ
む
ト

l
ン
で
唱
和
し

-
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の
は
、
四
十
歳
代
の
比
較
的
学
術
的
な
体
裁
を
も
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一
色
そ
れ
自
体
暗
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す
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古
典
で
あ
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て
み
せ
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か
れ
の
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才
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そ
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た
エ
ッ
セ
イ
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あ
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、
そ
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思
師
ア
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サ

l
r
i

そ
の
見
本
と
し
て
、
キ
l
ン
教
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は
こ
の
一
つ
支
え
る
知
識
に
は
実
は
恐
る
べ
き
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の
が
あ
っ
た
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レ

l
へ
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だ
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、
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蕉
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枯
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と
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い
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o

注
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書
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漢
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「
専
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い
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o
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秋
の
暮
」
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挙
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き
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据
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エ
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ず
、
本
書
に
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ッ
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イ
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翻
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し
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摺
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介
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葉
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潜
っ
て
た
ど
り
着
い
た
認
識
で
あ
ろ
う
が
、
か
く
し

て
ロ
ダ
ン
は
日
本
女
性
の
美
徳
を
、
花
子
の
裸
体
を

透
か
し
て
見
抜
い
た
こ
と
に
も
な
っ
た
わ
け
だ
。
(
平

川
祐
弘
著
『
和
魂
洋
才
の
系
譜
』
参
照
)

キ
ー
ン
氏
も
ま
た
鴎
外
と
同
じ
よ
う
に
、
花
子
に

「
日
本
人
の
内
な
る
焔
」
を
見
定
め
よ
う
と
し
た
の

に
違
い
な
い
。
実
際
、
こ
の
文
章
は
「
花
子
と
い
う

女
性
は
、
き
っ
と
偉
大
な
女
性
だ
っ
た
の
に
違
い
な

T

い
」
と
結
ぼ
れ
て
い
る
の
だ
が
、
い
さ
さ
か
意
地
悪

こ
の
よ
う
に
、
大
理
石
の
彫
像
な
ど
と
は
違
っ
て
、
な
見
方
を
す
れ
ば
、
こ
の
結
語
、
少
々
無
理
に
取
っ

ど
こ
か
明
確
な
像
を
結
び
得
ぬ
ま
ま
に
移
ろ
っ
て
い
て
つ
け
た
様
で
、
か
え
っ
て
著
者
の
論
述
を
裏
切
っ

-
っ
て
1
￥
4
う
の
が
生
身
の
人
間
と
い
う
も
の
な
の
だ
て
い
る
か
の
ご
と
く
に
も
見
え
る
。

に
マ
?
三
可
ぞ
の
か
そ
け
き
さ
ま
を

、
「
人
聞
を
真

に
人
と
こ
ろ
が
ウ
ェ

イ
レ
l

追
悼
の
結
語
の
場
合
と
同

ぬ
『
間
た
ら
し
め
て

い
る

、

あ
の
矛
盾
や
暖
昧
さ
」
も
ろ
様

、
こ
の
一
見
冗
語
と
も
と
ら
れ
か
ね
な
い

紋
切
り

ぎ
筑
常
立
引
が
が
てし
ま
う
と
こ
ろ
が

、
実
は
著
者
の
不
型
の
お
陰
で
、
元
よ
り
「
偉
次
」
は

K
た
形
容
に

剖
思
議
な
才
能
で
あ
っ
て
、
彫
刻
家
ロ
ダ
ン
の
モ
デ
ル
は
な
じ
ま
な
い
花
子
の
姿
え

?
ι
ぷ
際
比

比
と
な
ご
ん
女
優
を
扱
っ
た
「
花
子
」
な
ど
も
そ
の
好
神
秘
的
で
、
宮
虐
ル
加
た
い
も
叫
べ
病
患
芸
貌

ぬ
例
で
あ
ろ
う
D

こ
こ
で
キ
l

ン
氏
は
触
れ
て
お
ら
れ

臥
τ
て
と
き

λ
同
ほ
芸
人
の
き
司
引

E

ぬ
な
見
そ
も
そ
も
ロ
ダ
ン
の
花
子
評
に
は

E

号
、
例
主
協
陀
店
協
陪
協
同
唱
手
に

ぶゲ
色

;
5

巴
門
-
g
ω
g
E
ω
白
山
口3
5
m
z
-応
H
O
(彼

が
で7
て
成
功
を
収
め
た
も
の
の
、
畢
寛
花
子
の
場
合
、

い
ん女
の
特
異
な
力
強
さ
に
お
い
て
も
大
変
美
し
い
)
と
あ
っ
句
苓
う
し
た
意
図
が
期
待
倒
れ
に
終
わ
る
の
を
、
ど
う

仏
、
吋
u
g、
鴎
外
は
短
編
「
花
子
」
の
中
で
、
そ
れ
を
「
強
4
h
T
1
4
J
悟
っ
て
い
て
、
敢
え
て
場
違
い
な

A
M
さ
の
美
で
す
ね
」
と
意
訳
し
て
、
大
和
撫
子
の
芯
の
形
容
詞
か
弱
入
い
た
も
の
ら
し
い
。
い
わ
ば
著
者
と

&
強
さ
を
強
調
し
た
。
こ
う
し
て
花
子
に
い
わ
ば
西
欧
し
て

、
わ
ざ
と
「
負
け
て
」
み
せ
る
こ
と
で
、
読
者

∞
的
な
個
我
を
宿
ら
せ
る
の
に
成
功
し
た
鴎
外
は

、
そ
の
想

像
力
に
「
勝
ち
」
を
譲
り
、
か
く
し
て
言
葉
に

訪
れ
を
ロ
ダ
ン
の
言
葉
に
巧
み
に
引
き
寄
せ
る
。
人
体
な
ら
ぬ
主
張
を
伝
達
し
よ
う
と
い
う
の
で
あ
る
。

心
と
は

霊
の
鏡
、
形
の
上
に
透
き
徹
っ
て
見
え
る
内
な

ら
る

焔
な
の
で
あ
る
、
と
い
う
そ
の
ロ
ダ
ン
の
認
識
そ

わ
の
も
の
は
、
西
欧
古
典
主
義
が
世
紀
末
象
徴
主

義
を

Jへ-/'>u久~~6ôòðるð66~

が
た
い
立
体
感
と
奥
行
き
と
を
こ
の
文
章
に
与
え
て

い
て
、
そ
の
あ
た
り
に
、
手
だ
れ
の
訳
者
、
金
関
寿

夫
氏
を
も
悩
ま
せ
た
、
イ
ギ
リ
ス
仕
込
み
ら
し
い
渋

い
ユ
ー
モ
ア
の
淵
源
を
認
め
る
こ
と
も
可
能
だ
ろ

う
。
だ
が
、
そ
れ
こ
そ
ウ
ェ
イ
レ
1

の
「
無
限
の
か

げ
り
と
微
妙
な
響
き
」
を
愛
し
て
や
ま
ぬ
キ

1

ン
氏

の
私
淑
の
証
し
と
解
せ
ら
れ
、
こ
の
追
憶
を
ひ
と
き

わ
味
わ
い
深
い
作
品
に
仕
上
げ
て
い
る
。

十
l

T 

十
l

捕
え
よ
う
と
し
て
も
、
す
る
り
と
逃
げ
て
し
ま
い
、

無
理
に
捕
ま
え
れ
ば
そ
の
美
も
失
わ
れ
る
。
だ
が
そ

ん
な
心
も
と
な
い
あ
や
う
さ
は
、
そ
の
実
、
い
ざ
と
な

れ
ば
軽
や
か
に
身
を
翻
し
て
我
々
を
出
し
抜
く
し
た

た
か
さ
を
も
秘
め
て
い
て

、
そ
れ
を
こ
そ
日
本
の
女

性
美
な
の
だ
と
キ
I

ン
氏
は
言
い
た
い
の
だ
ろ
う
。

そ
し
て
言
挙
げ
を
拒
む
こ
の
あ
わ
い
を
そ
れ
と
(
な

マ
q

べ

く
)
示
す
に
は
、
敢
え
て
反
語
を
弄
す
る
し
か
手
段

が
な
か
っ
た
わ
け
だ
。

と
す
れ
ば
、
臆
せ
ず
し
て
、
そ
の
矛
盾
を
体
現
し

て
み
せ
る
と
こ
ろ
に
、
ド
ナ
ル
ド
・
キ

l

ン
の
「
偉

大
」
も
在
ろ
う
。
本
書
の
醍
醐
味
は
、
そ
う
し
た
花

子
の
た
た
ず
ま
い
を
裏
か
ら
支
え
て
い
た
日
本
の
文

化
を
縦
横
に
記
述
し
、
詳
細
に
解
析
す
る
キ
l

ン
氏

の
手
の
内
を
拝
見
す
る
に
あ
る
。
総
論
に
続
く
、
平

安
文
学
感
性
史
は
、
女
性
の
才
能
の
開
花
が
日
本
の
ぬ

モ
ヴ
・
」

古
典
的
規
範
へ
と
生
成
し
変
貌
す
る
様
を
説
く
し
、
J
\

日
清
戦
争
の
文
化
史
を
説
く
長
編
は
、
国
際
女
優
花

V
わ
引

子
誕
生
の
背
景
と
も
読
め
よ
う
。
日
本
の
十
六
世
紀
ハ
本

j
z

ル
ネ
サ
ン
ス
文
学
に
お
け
る
個
性
と
型
の
相
克
を
論
t

司

W

じ
た
章
に
は
、
密
通
の
か
ど
で
処
刑
さ
れ
る
に
お
よ

ス

7
宮

d
z
vレ

び
、
「
優
し
い
微
笑
」
で
J
qて
彼
女
の
運
命
を
受
け

4
K
与

入
れ
る
『
好
色
五
人
女
』，

d
お
さ
ん
の

3
2
E
h

じ
ら
/
」

(
運
命
へ
の
愛
)
が
語
ら
れ
る
が
、
そ
こ
に
、
生
ま
れ
て
す

初
め
て
裸
体
の
モ
デ
ル
と
な
り
、
そ
の
「
死
刑
を
宣
ん

告
さ
れ
た
人
間
の
顔
」
が
ロ
ダ
ン
を
感
動
さ
せ
た
花
)

子
に
も
通
底
す
る
「
死
に
直
面
し
た
且
本
人
が
示
す

T
M
W

あ
の
意
志
の
力
」
(
ロ
ダ
ン
秘
書
ク
ラ
デ
ル
嬢
の
回
想
)
\

を
読
み
取
る
の
も
一
興
で
あ
ろ
う
。
f
!

l
j
t
l
l
\

な
か
ん
ず
く
白
眉
は
、
近
世
演
劇
論
。
ヘ
型
の
虚
構

が
現
実
以
上
の
「
女
」
合
}
練
り
上
げ
た
歌
舞
伎
と
、

\
F
ι
ι
r
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H
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潜
っ
て
た
ど
り
着
い
た
認
識
で
あ
ろ
う
が
、
か
く
し

て
ロ
ダ
ン
は
日
本
女
性
の
美
徳
を
、
花
子
の
裸
体
を

透
か
し
て
見
抜
い
た
こ
と
に
も
な
っ
た
わ
け
だ
。
(
平

川
祐
弘
著
『
和
魂
洋
才
の
系
譜
』
参
照
)

キ
ー
ン
氏
も
ま
た
鴎
外
と
同
じ
よ
う
に
、
花
子
に

「
日
本
人
の
内
な
る
焔
」
を
見
定
め
よ
う
と
し
た
の

に
違
い
な
い
。
実
際
、
こ
の
文
章
は
「
花
子
と
い
う

女
性
は
、
き
っ
と
偉
大
な
女
性
だ
っ
た
の
に
違
い
な

T

い
」
と
結
ば
れ
て
い
る
の
だ
が
、
い
さ
さ
か
意
地
悪

こ
の
よ
う
に
、
大
理
石
の
彫
像
な
ど
と
は
違
っ
て
、
な
見
方
を
す
れ
ば
、
こ
の
結
語
、
少
々
無
理
に
取
っ

ど
こ
か
明
確
な
像
を
結
び
得
ぬ
ま
ま
に
移
ろ
っ
て
い
て
つ
け
た
様
で
、
か
え
っ
て
著
者
の
論
述
を
裏
切
つ

っ
て
し
ま
う
の
が
生
身
の
人
間
と
い
う
も
の
な
の
だ
て
い
る
か
の
ご
と
く
に
も
見
え
る
。

ろ
う
。
そ
の
か
そ
け
き
さ
ま
を
、
「
人
間
を
真
に
人
と
こ
ろ
が
ウ
ェ
イ
レ

I
追
悼
の
結
語
の
場
合
と
同

間
た
ら
し
め
て
い
る
、
あ
の
矛
盾
や
暖
昧
さ
」
も
ろ
様
、
こ
の
一
見
冗
語
と
も
と
ら
れ
か
ね
な
い
紋
切
り

以
叫
叫
削
W
て
し
ま
う
と
こ
ろ
が
、
実
は
著
者
の
不
型
の
お
陰
で
、
元
よ
り
「
偉
大
」
は
い
し
げ
た
形
容
に

思
議
な
才
能
で
あ
っ
て
、
彫
刻
家
ロ
ダ
ン
の
モ
デ
ル
は
な
じ
ま
な
い
花
子
の
姿
は
↓
合
え
つ
に
附
い
ル
怜

と
な
っ
た
女
優
を
扱
っ
た
「
花
子
」
な
ど
も
そ
の
好
神
秘
的
で
、
宮
握
心
Mm
た
い
も

qぺ
ぷ
不
意
延
変
貌

例
で
あ
ろ
う
o

こ
こ
で
キ

l
ン
氏
は
触
れ
て
お
ら
れ
竺
し
て
し
ま
う
い
同
凶
♂
日
本
人
の
姿
を
柄
引
引
」
と

ぬ

な
い
が
、
そ
も
そ
も
ロ
ダ
ン
の
花
子
評
に
は
『

o
z
v一
は
、
例
え

a
J
M円
花
池
倣
陪
版
協
雪
之

必

Z-rgω
回
目
牛
山
口

ωω
白
吉
5
2
2
凹古

m
C
5
5
(彼
が
一
こ
そ
成
功
を
収
め
た
も
の
の
、
畢
寛
花
子
の
場
合
、

F

鎚
」
の
特
異
な
力
強
さ
に
お
い
て
も
大
変
美
し
い
)
と
あ
っ
匂
ぞ
う
し
た
意
図
が
期
待
倒
れ
に
終
わ
る
の
を
、
ど
う

ヒ

ー

ふ

段

、

鴎

外

は

短

編

「

花

子

」

の

中

で

、

そ

れ

を

「

強

昔

1
A悟

っ
て
い
て
、
敢
え
て
場
違
い
な

ぬ

き
の
美
で
す
ね
」
と
意
訳
し
て
、
大
和
撫
子
の
芯
の
形
容
詞
を
挿
入
い
た
も
の
ら
し
い
。
い
わ
ば
著
者
と

&

強
さ
を
強
調
し
た
。
こ
う
し
て
花
子
に
い
わ
ば
西
欧
し
て
、
わ
ざ
と
「
負
け
て
」
み
せ
る
こ
と
で
、
読
者

∞
的
な
個
我
を
宿
ら
せ
る
の
に
成
功
し
た
鴎
外
は
、

そ

の

想

像
力
に
「
勝
ち
」
を
譲
り
、
か
く
し
て
言
葉
に

対
れ
を
ロ
ダ
ン
の
言
葉
に
巧
み
に
引
き
寄
せ
る
。
人
体
な
ら
ぬ
主
張
を
伝
達
し
よ
う
と
い
う
の
で
あ
る
。

↓

と

は
霊
の
鏡
、
形
の
上
に
透
き
徹
っ
て
見
え
る
内
な

ら

る

焔
な
の
で
あ
る
、
と
い
う
そ
の
ロ

ダ
ン
の
認
識
そ

れ
の
も
の
は
、
西
欧
古
典
主
義
が
世
紀
末
象
徴
主
義
を

~ðð企と心。~

が
た
い
立
体
感
と
奥
行
き
と
を
こ
の
文
章
に
与
え
て

い
て
、
そ
の
あ
た
り
に
、
手
だ
れ
の
訳
者
、
金
関
寿

夫
氏
を
も
悩
ま
せ
た
、
イ
ギ
リ
ス
仕
込
み
ら
し
い
渋

い
ユ
ー
モ
ア
の
淵
源
を
認
め
る
こ
と
も
可
能
だ
ろ

う
。
だ
が
、
そ
れ
こ
そ
ウ
ェ
イ
レ
l
の
「
無
限
の
か

げ
り
と
微
妙
な
響
き
」
を
愛
し
て
や
ま
ぬ
キ
l
ン
氏

の
私
淑
の
証
し
と
解
せ
ら
れ
、
こ
の
追
憶
を
ひ
と
き

わ
味
わ
い
深
い
作
品
に
住
上
げ
て
い
る
。

T 

T 

T 

捕
え
よ
う
と
し
て
も
、
す
る
り
と
逃
げ
て
し
ま
い
、

無
理
に
捕
ま
え
れ
ば
そ
の
美
も
失
わ
れ
る
。
だ
が
そ

ん
な
心
も
と
な
い
あ
や
う
さ
は
、
そ
の
実
、
い
ざ
と
な

れ
ば
軽
や
か
に
身
を
翻
し
て
我
々
を
出
し
抜
く
し
た

た
か
さ
を
も
秘
め
て
い
て
、
そ
れ
を
こ
そ
日
本
の
女

性
美
な
の
だ
と
キ

l
ン
氏
は
言
い
た
い
の
だ
ろ
う
。

そ
し
て
言
挙
げ
を
拒
む
こ
の
あ
わ
い
を
そ
れ
と
(
な

T
q
べ

く
)
示
す
に
は
、
敢
え
て
反
語
を
弄
す
る
し
か
手
段

が
な
か
っ
た
わ
け
だ
。

と
す
れ
ば
、
臆
せ
ず
し
て
、
そ
の
矛
盾
を
体
現
し

て
み
せ
る
と
こ
ろ
に
、
ド
ナ
ル
ド
・
キ
l
ン
の
「
偉

大
」
も
在
ろ
う
。
本
書
の
醍
醐
味
は
、
そ
う
し
た
花

子
の
た
た
ず
ま
い
を
裏
か
ら
支
え
て
い
た
日
本
の
文

化
を
縦
横
に
記
述
し
、
詳
細
に
解
析
す
る
キ
l
ン
氏

の
手
の
内
を
拝
見
す
る
に
あ
る
。
総
論
に
続
く
、
平

安
文
学
感
性
史
は
、
女
性
の
才
能
の
開
花
が
日
本
の
品
川

-
t
t
 

古
典
的
規
範
へ
と
生
成
し
変
貌
す
る
様
を
説
く
し
、

"
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日
清
戦
争
の
文
化
史
を
説
く
長
編
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、
国
際
女
優
花
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引

子
誕
生
の
背
景
と
も
読
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よ
う
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日
本
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サ
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ス
文
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に
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け
る
個
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、
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通
の
か
ど
で
処
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に
お
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戸
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び
、
「
優
し
い
微
笑
」
で
ぺ
て
彼
女
の
運
命
を
受
け

4
K
込

入
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る
『
好
色
五
人
女
』
，
d
お
さ
ん
の

5
2
E
己
偽
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(
運
命
へ
の
愛
)
が
語
ら
れ
る
が
、
そ
こ
に
、
生
ま
れ
て
す

初
め
て
裸
体
の
モ
デ
ル
と
な
り
、
そ
の
「
死
刑
を
宣
/
~

告
さ
れ
た
人
間
の
顔
」
が
ロ
ダ
ン
を
感
動
さ
せ
た
花
)

子
に
も
通
底
す
る
「
死
に
直
面
し
た
日
本
人
が
示
す
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あ
の
意
志
の
力
」
(
ロ
ダ
ン
秘
書
ク
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デ
ル
嬢
の
回
想
)
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の
も
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で
あ
ろ
う
。

f
Jl
J
1
1
1
¥

な
か
ん
ず
く
白
眉
は
、
近
世
演
劇
論
。
ヘ
型
の
虚
構

が
現
実
以
上
の
「
女
与
を
練
り
上
げ
た
歌
舞
伎
と
、

¥
rbιr 

g
H
 

。
ヘ一一
ro~1) τ 

43 



酔しでトばよ『実境い木本舞
感て lもかう曽性地合偶末台
まつありに根ゆをい人転が
で常|るかな崎え高、形倒実
いな l人、つ心にめ絡とに際
かる l形「た中初てまい至の
ん異 l遣人歴』めいりうつ心
な化I ~、形史以てくあ、た中
く作(う乙と的来保。つま浄事
伝用セ人経人証筋てさ瑠件
えにの形過形さの、に璃を
て身ふのを遣れ現そ虚と誘
くをた主説いた実の実は発
れ委つ人得をと感皮の、し
るねので的観すは膜間生か
勾る世もに客る様のを身ね
庁‘鑑界あ説に卓式間縫のぬ
オ与えふり明見、説のにつ身と
すのア在)奴すせーは非嚢て体い
美陶溜隷るるー、写の競とう
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偽
物
イ
ン
テ
ィ
フ
ァl
ダ
を
分
析
す
る

池
田
明
史
編

『
中
東
和
平
と
西
岸
・
ガ
ザ

-
|
占
領
地
問
題
の
行
方
』

一
九
八
七
年
末
に
開
始
す
る
イ
ス
ラ
エ
ル
占
領
地

の
ヨ
ル
ダ
ン
川
西
岸
・
ガ
ザ
地
区
ア
ラ
ブ
住
民
の
蜂

起
は
依
然
と
し
て
衰
え
る
と
こ
ろ
を
知
ら
な
い
。
ア

ラ
ビ
ア
語
の
イ
ン
テ
ィ
フ
ァ
i

ダ
(
住
民
蜂
起
)
も
す

っ
か
り
定
着
し
た
感
が
あ
る
。
本
書
は
、
こ
の
イ
ン

テ
ィ
フ
ァ

l

ダ
を
多
角
的
に
分
析
し
た
六
編
の
論
文

を
収
録
し
た
研
究
書
で
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
が
各
専
門

分
野
の
研
究
者
の
執
筆
に
よ
る
も
の
だ
け
に
、
い
ず

物
丸

直

起
(
国
際
大
学
教
授
)

山

れ
も
十
分
な
説
得
力
を
も
っ
て
い
る
。

中
東
和
平
に
し
て
も
、
パ
レ
ス
チ
ナ
問
題
に
し
て

も
、
イ
ス
ラ
エ
ル
が
最
大
の
カ
ギ
を
握
っ
て
い
る
こ

と
は
誰
の
目
に
も
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
が
、

日
本
の
中
東
研
究
の
な
か
で
イ
ス
ラ
エ
ル
が
真
面
目

に
取
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
は
極
め
て
少
な
か
っ
た
。

イ
ン
テ
ィ
フ
ァ

l

ダ
に
し
て
も
、
そ
の
広
範
な
影
響

力
を
考
慮
す
る
と
、
も
っ
と
正
確
に
把
握
さ
れ
、

，

分

析
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
が
、
実
際
に
は
多

く
の
場
合
、
「
諸
悪
の
根
源
は
イ
ス
ラ
エ
ル
で
、
正

義
は
パ
レ
ス
チ
ナ
人
に
あ
る
」
式
の
議
論
が
罷
り
通

る
こ
と
に
な
る
。

本
書
に
収
録
さ
れ
て
い
る
論
文
は
、
「
寛
容
な
占

領
」
神
話
の
瑳
朕
(
池
田
明
史
)
、
パ
レ
ス
チ
ナ
占
領

地
問
題
と
米
ソ
の
対
応
(
木
村
修
三
)
、
イ
ス
ラ
エ
ル

の
東
部
国
境
設
定
に
つ
い
て
(
辻
田
真
理
子
)
、
西
岸

・
ガ
ザ
と
P
L
O

、
ヨ
ル
ダ

ン
(
立
山
良
司
)
、
イ
ス

ラ
ミ
ッ
ク
・
フ
ァ
ク
タ
ー
(
高
橋
和
夫
)
、
ユ
ダ
ヤ
系

ア
メ
リ
カ
人
と
パ
レ
ス
チ
ナ
問
題
(
河
野
徹
)
で
あ

る
。

-
T
l
 

池
田
に
よ
れ
ば
、
イ
ン
テ
ィ
フ
ァ
l

ダ
は
、
寛
容

な
ポ
リ
シ
イ
に
隠
さ
れ
た
イ
ス
ラ
エ
ル
側
の
占
領
地

の
現
状
の
維
持
に
か
け
る
甘
い
期
待
を
こ
と
ご
と
く

粉
砕
し
て
し
ま
っ
た
だ
け
で
な
く
、
そ
の
後
に
は
も

っ
と
深
刻
な
事
態
が
待
ち
受
け
て
い
る
と
い
う
。
つ

ま
り
、
か
つ
て
六
七
年
の
六
日
戦
争
直
後
に
ア
ラ
ブ

側
が
い
わ
ゆ
る
三
つ
の
ノ
ー
を
表
明
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
柔
軟
に
対
応
す
る
術
を
失
っ
た
の
と
同
様
、
イ

ス
ラ
エ
ル
も
ま
た

P
L
O

と
の
対
話
を
拒
む
こ
と
に

よ
っ
て
事
態
に
対
応
し
う
る
機
会
を
失
し
て
し
ま

い
、
い
ず
れ
は
否
応
な
し
に
よ
り
厳
し
い
状
況
に
直

面
せ
ざ
る
を
え
な
く
な
ろ
う
と
見
て
い
る
。
あ
る
い

は
も
は
や
手
遅
れ
に
な
っ
て
い
る
の
か
も
知
れ
な

い
。
し
か
も
、
イ
ス
ラ

エ
ル
の
拠
っ
て
立
つ
民
主
主

義
の
基
盤
が
ど
ん
ど
ん
崩
落
し
つ
つ
あ
る

。
木
村
は

六
七
年
以
降
に
お
け
る
米
ソ
両
国
の
占
領
地
・
パ
レ 44 
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偽
物
イ
ン
テ
ィ
フ
ァ

l
ダ
を
分
析
す
る

池
田
明
史
編

『
中
東
和
平
と
西
岸
・
ガ
ザ

-
|
占
領
地
問
題
の
行
方
』

一
九
八
七
年
末
に
開
始
す
る
イ
ス
ラ
エ
ル
占
領
地

の
ヨ
ル
ダ
ン
川
西
岸
・
ガ
ザ
地
区
ア
ラ
ブ
住
民
の
蜂

起
は
依
然
と
し
て
衰
え
る
と
こ
ろ
を
知
ら
な
い
。
ア

ラ
ビ
ア
語
の
イ
ン
テ
ィ
フ
ァ

i
ダ
(
住
民
蜂
起
)
も
す

っ
か
り
定
着
し
た
感
が
あ
る
。
本
書
は
、
こ
の
イ
ン

テ
ィ
フ
ァ

l
ダ
を
多
角
的
に
分
析
し
た
六
編
の
論
文

を
収
録
し
た
研
究
書
で
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
が
各
専
門

分
野
の
研
究
者
の
執
筆
に
よ
る
も
の
だ
け
に
、
い
ず

〆"¥
~~} 

丸

直

起

(
国
際
大
学
教
授
)

山

れ
も
十
分
な
説
得
力
を
も
っ
て
い
る
。

中
東
和
平
に
し
て
も
、
パ
レ
ス
チ
ナ
問
題
に
し
て

も
、
イ
ス
ラ
エ
ル
が
最
大
の
カ
ギ
を
握
っ
て
い
る
こ

と
は
誰
の
目
に
も
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
が
、

日
本
の
中
東
研
究
の
な
か
で
イ
ス
ラ
エ
ル
が
真
面
目

に
取
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
は
極
め
て
少
な
か
っ
た
。

イ
ン
テ
ィ
フ
ァ

l
ダ
に
し
て
も
、
そ
の
広
範
な
影
響

力
を
考
慮
す
る
と
、
も
っ
と
正
確
に
把
握
さ
れ
、
分

析
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
が
、
実
際
に
は
多

く
の
場
合
、
「
諸
悪
の
根
源
は
イ
ス
ラ
エ
ル
で
、
正

義
は
パ
レ
ス
チ
ナ
人
に
あ
る
」
式
の
議
論
が
罷
り
通

る
こ
と
に
な
る
。

本
書
に
収
録
さ
れ
て
い
る
論
文
は
、
「
寛
容
な
占

領
」
神
話
の
瑳
朕
(
池
田
明
史
)
、
パ
レ
ス
チ
ナ
占
領

地
問
題
と
米
ソ
の
対
応
(
木
村
修
三
)
、
イ
ス
ラ
エ
ル

の
東
部
国
境
設
定
に
つ
い
て
(
辻
田
真
理
子
)
、
西
岸

・
ガ
ザ
と

P
L
O
、
ヨ

ル
ダ
ン
(
立
山
良
司
)
、
イ

ス

ラ
ミ
ッ
ク
・
フ
ァ
ク
タ
ー
(
高
橋
和
夫
)
、
ユ
ダ
ヤ
系

ア
メ
リ
カ
人
と
パ
レ
ス
チ
ナ
問
題
(
河
野
徹
)
で
あ

ザ
令
。

池
田
に
よ
れ
ば
、
イ
ン
テ
ィ
フ
ァ

I
ダ
は
、
寛
容

な
ポ
リ

シ
イ
に
隠
さ
れ
た
イ
ス
ラ
エ
ル
側
の
占
領
地

の
現
状
の
維
持
に
か
け
る
甘
い
期
待
を
こ
と
ご
と
く

粉
砕
し
て
し
ま
っ
た
だ
け
で
な
く
、
そ
の
後
に
は
も

っ
と
深
刻
な
事
態
が
待
ち
受
け
て
い
る
と
い
う
。
つ

ま
り
、
か
つ
て
六
七
年
の
六
日
戦
争
直
後
に
ア
ラ
ブ

側
が
い
わ
ゆ
る
三
つ
の
ノ
ー
を
表
明
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
柔
軟
に
対
応
す
る
術
を
失
っ
た
の
と
同
様
、
イ

ス
ラ
エ
ル
も
ま
た

P
L
O
と
の
対
話
を
拒
む
こ
と
に

よ
っ
て
事
態
に
対
応
し
う
る
機
会
を
失
し
て
し
ま

い
、
い
ず
れ
は
否
応
な
し
に
よ
り
厳
し
い
状
況
に
直

面
せ
ざ
る
を
え
な
く
な
ろ
う
と
見
て
い
る
。
あ
る
い

は
も
は
や
手
遅
れ
に
な
っ
て
い
る
の
か
も
知
れ
な

い
。
し
か
も
、
イ
ス
ラ
エ
ル
の
拠
っ
て
立
つ
民
主
主

義
の
基
盤
が
ど
ん
ど
ん
崩
落
し
つ
つ
あ
る
。
木
村
は

六
七
年
以
降
に
お
け
る
米
ソ
両
国
の
占
領
地
・
パ
レ

44 
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V
関
税
自
主
権
の
喪
失
と
治
外
法
権
。
孫
文
は
、
安
政
の

不
平
等
条
約
が
結
ぼ
れ
て
い
た
一
八
五
八
年
か
ら
一
八
九

四
年
(
明
治
二
十
七
年
)
ま
で
の
三
十
六
年
間
の
日
本
は

「
欧
米
の
植
民
地
で
あ
っ
て
独
立
国
で
は
な
か
っ
た
」
と

言
っ
た
そ
う
で
す
(
司
馬
遼
太
郎
著
『
こ
の
国
の
か
た
ち
』

一
)
。
し
か
も
、
こ
の
条
約
は
日
本
が
欧
米
と
の
総
力
戦

に
敗
れ
て
締
結
し
た
も
の
で
は
な
く
、
強
引
に
世
界
史
の

舞
台
に
引
き
摺
り
出
さ
れ
、
砲
口
に
固
ま
れ
た
中
で
判
を

つ
い
た
条
約
で
し
た
。
正
し
く
日
本
の
近
代
化
は
故
鈴
木

成
高
氏
が
看
破
し
た
よ
う
に
、
「
日
本
が
西
洋
を
と
り
い

れ
た
と
い
う
よ
り
も
、
世
界
が
日
本
を
み
ず
か
ら
の
う
ち

に
引
き
入
れ
た
」
こ
と
に
よ
っ
て
起
き
た
出
来
事
(
『
世

界
史
に
お
け
る
現
代
』
)
で
し
た
。
た
だ
、
そ
の
西
洋
の

真
似
を
し
て
H

膨
張
H

し
過
ぎ
た
こ
と
の
是
非
は
、
充
分

議
論
さ
れ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

V
坂
本
多
加
雄
氏
の
論
放
は
、
西
欧
列
強
の
ア
ジ
ア
侵
略

と
い
う
緊
迫
し
た
状
況
の
下
で
、
日
本
の
「
独
立
」
を
堅

持
せ
ん
と
、
「
三
寸
の
舌
二
本
の
筆
」
で
政
論
を
説
き
続

け
た
福
沢
諭
吉
の
内
面
を
精
織
に
分
析
し
た
力
作
で
す
。

当
時
の
外
圧
は
、
N
O

と
言
う
べ
き
か
否
か
で
議
論
し
て

い
る
今
日
の
比
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
翻
っ
て
百
年

後
の
日
本
は
、
福
沢
が
望
ん
だ
以
上
の
、
そ
し
て
西
欧
以

上
の
「
有
形
の
文
明
」
を
獲
得
し
ま
し
た
が
、
逆
に
「
文

明
の
精
神
」
を
見
失
い
、
ジ
ャ
パ
ン
・
パ
ッ
シ
ン
グ
を
叩

き
返
す
と
い
う
「
偏
頗
心
」
さ
え
広
が
り
つ
つ
あ
り
ま
す
。

晩
年
、
福
沢
は
『
自
伝
』
の
中
で
、
今
後
は
「
全
国
男
女

の
気
品
を
次
第
々
々
に
高
尚
に
導
い
て
真
実
文
明
の
名
に

恥
ず
か
し
く
な
い
よ
う
に
」
し
た
い
と
述
べ
て
い
ま
し
た

が
、
今
日
の
日
本
人
は
彼
が
理
想
と
し
た
も
の
か
ら
寧
ろ

遠
ざ
か
り
つ
つ
あ
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。

V
西
洋
史
と
東
洋
史
と
の
H

暴
力
的
な
結
婚
H
を
排
し
て
、

整
合
性
の
あ
る
「
世
界
史
」
を
描
く
l
l

。
中
央
ユ
ー
ラ

シ
ア
の
民
族
移
動
に
着
目
し
て
、
こ
の
壮
大
な
テl
マ
に

挑
ん
だ
の
が
岡
田
英
弘
氏
の
講
演
で
す
。
今
で
こ
そ
中
央

ユ
ー
ラ
シ
ア
は
二
大
共
産
主
義
国
に
よ
っ
て
、
そ
の
大
部

分
を
占
め
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
か
つ
て
は
草
原
の
遊
牧
民

が
歴
史
の
主
人
公
で
あ
り
、
西
に
東
に
駆
け
抜
け
る
彼
ら

の
エ
ネ
ル
ギ
ー
は
周
辺
諸
国
の
運
命
に
大
き
な
影
響
を
与

え
て
き
ま
し
た
。
問
題
は
二
十
世
紀
末
の
少
数
民
族
の
運

命
で
す
。
草
命
の
旗
の
下
に
吸
収
・
統
合
さ
れ
た
諸
民
族

が
、
い
ま
各
地
で
、
そ
の
統
合
原
理
か
ら
離
脱
し
よ
う
と

し
て
い
ま
す
。
一
体
、
革
命
は
大
ロ
シ
ア
族
や
漢
民
族
が

少
数
民
族
を
支
配
す
る
た
め
の
方
便
に
過
ぎ
ず
、
共
和
国

や
自
治
区
と
い
う
統
治
形
態
も
、
内
実
は
彼
ら
の
植
民
地

だ
っ
た
の
か
:
:
。

V
社
会
主
義
と
は
何
か
。
そ
れ
は
、
昭
和
の
日
本
及
び
日

本
人
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
与
え
た
の
で
し
ょ
う
か
。
昨

年
九
月
、
日
本
文
化
会
議
で
は
「
昭
和
史
の
検
証
|
|
内

と
外
か
ら
の
視
点
」
と
題
し
て
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
(
年
次
集

会
)
を
開
催
し
ま
し
た
が
、
本
年
の
年
次
集
会
は
そ
の
第

E

部
と
し
て
、
「
昭
和
と
社
会
主
義
」
を
統
一
テl

マ
に

掲
げ
ま
し
た
(
九
月
二
十
三
日
開
催
)
。
個
人
会
員
・
会
友

の
皆
様
に
は
追
っ
て
御
案
内
状
を
お
届
け
致
し
ま
す
が
、

基
調
報
告
者
の
顔
ぶ
れ
に
つ
い
て
は
本
誌
三
十
七
頁
を
御

覧
下
さ
い
。
御
光
来
を
お
待
ち
し
て
い
ま
す
。
(
安
田
)

本
誌
は
新
宿
・
紀
伊
国
屋
書
店
で
取
扱
っ
て
お
り
ま
す

文
化
会
議

平
成
二
年

七
月
号

(
錨
一
一
五
三
時
)

平
成
二
年
七
月
一
日
発
行

定
価
四
O
O
円
(
送
料
五
一
円
)

編
集
兼
発
行
人
鈴
木
重
信

(
白
木
文
化
会
議
専
務
理
事
)

行
所
財
団
法
人
日
本
文
化
会
議

東
京
都
千
代
田
区
紀
尾
井
町
三
|
一
一
三

文
護
春
秋
ピ
ル
(
〒
一
O
一
一
)

電
話

O
三
(
二
六
一
)
二
七
五
一

刷
所
富
士
美
術
印
刷
株
式
会
社

東
京
都
荒
川
区
西
日
暮
里
了
六
一
丁
八

電
話

O
三
(
入O
一
一
一
)
一
一
七
一

発印

『
文
化
会
議
』
購
読
の
御
案
内

制
日
本
文
化
会
議
は
、
昭
和
四
十
三
年
六
月
、
広
く
我

が
国
の
自
由
の
立
場
に
立
つ
知
識
人
を
結
集
し
、
文
化
に

関
す
る
各
分
野
の
有
機
的
な
連
携
を
は
か
り
、
世
論
喚
起

の
活
動
を
通
じ
、
日
本
文
化
の
健
全
な
発
展
に
寄
与
す
る

こ
と
を
目
的
と
し
て
設
立
さ
れ
ま
し
た
。
爾
来
、
そ
の
目

的
を
達
成
す
る
た
め
に
、
正
し
い
世
論
形
成
に
向
け
て
の

活
動
等
を
行
っ
て
お
り
ま
す
。
御
友
人
、
御
同
僚
の
皆
様

に
当
誌
の
定
期
購
読
を
お
勧
め
頂
け
れ
ば
幸
甚
で
ご
ざ
い

ま
す
。
振
込
用
紙
を
用
意
致
し
て
お
り
ま
す
の
で
、
右
発

行
所
「
雑
誌
係
」
ま
で
お
気
軽
に
お
電
話
下
さ
い
。

回
月
刊
『
文
化
会
議
』
購
読
御
希
望
の
方

は
、
住
所
・
氏
名
、
第
何
号
か
ら
と
御

明
記
の
上
、
右
発
行
所
宛
お
申
し
込
み

下
さ
い
。

回
振
替
口
座
東
京
九
|
七

O
九
六
二

回
年
間
購
読
料
五

0
0
0
円
(
送
料
共
)

本
誌
掲
載
記
事
の
無
断
転
載
を
禁
じ
ま
す
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V
関
税
自
主
権
の
喪
失
と
治
外
法
権
。
孫
文
は
、
安
政
の

不
平
等
条
約
が
結
ぼ
れ
て
い
た
一
八
五
八
年
か
ら
一
八
九

四
年
(
明
治
二
十
七
年
)
ま
で
の
三
十
六
年
間
の
日
本
は

「
欧
米
の
植
民
地
で
あ
っ
て
独
立
国
で
は
な
か
っ
た
」
と

言
っ
た
そ
う
で
す
(
司
馬
遼
太
郎
著
『
こ
の
国
の
か
た
ち
』

一
)
。
し
か
も
、
こ
の
条
約
は
日
本
が
欧
米
と
の
総
力
戦

に
敗
れ
て
締
結
し
た
も
の
で
は
な
く
、
強
引
に
世
界
史
の

舞
台
に
引
き
摺
り
出
さ
れ
、
砲
口
に
固
ま
れ
た
中
で
判
を

つ
い
た
条
約
で
し
た
。
正
し
く
日
本
の
近
代
化
は
故
鈴
木

成
高
氏
が
看
破
し
た
よ
う
に
、
「
日
本
が
西
洋
を
と
り
い

れ
た
と
い
う
よ
り
も
、
世
界
が
日
本
を
み
ず
か
ら
の
う
ち

に
引
き
入
れ
た
」
こ
と
に
よ
っ
て
起
き
た
出
来
事
(
『
世

界
史
に
お
け
る
現
代
』
)
で
し
た
。
た
だ
、
そ
の
西
洋
の

真
似
を
し
て
H

膨
張
H

し
過
ぎ
た
こ
と
の
是
非
は
、
充
分

議
論
さ
れ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

V
坂
本
多
加
雄
氏
の
論
放
は
、
西
欧
列
強
の
ア
ジ
ア
侵
略

と
い
う
緊
迫
し
た
状
況
の
下
で
、
日
本
の
「
独
立
」
を
堅

持
せ
ん
と
、
「
三
寸
の
舌
二
本
の
筆
」
で
政
論
を
説
き
続

け
た
福
沢
諭
吉
の
内
面
を
精
織
に
分
析
し
た
力
作
で
す
。

当
時
の
外
圧
は
、

N
O
と
言
う
べ
き
か
否
か
で
議
論
し
て

い
る
今
日
の
比
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
翻
っ
て
百
年

後
の
日
本
は
、
福
沢
が
望
ん
だ
以
上
の
、
そ
し
て
西
欧
以

上
の
「
有
形
の
文
明
」
を
獲
得
し
ま
し
た
が
、
逆
に
「
文

明
の
精
神
」
を
見
失
い
、
ジ
ャ
パ
ン
・
パ
ッ
シ
ン
グ
を
叩

き
返
す
と
い
う
「
偏
頗
心
」
さ
え
広
が
り
つ
つ
あ
り
ま
す
。

晩
年
、
福
沢
は
『
自
伝
』
の
中
で
、
今
後
は
「
全
国
男
女

の
気
品
を
次
第
々
々
に
高
尚
に
導
い
て
真
実
文
明
の
名
に

恥
ず
か
し
く
な
い
よ
う
に
」
し
た
い
と
述
べ
て
い
ま
し
た

が
、
今
日
の
日
本
人
は
彼
が
理
想
と
し
た
も
の
か
ら
寧
ろ

遠
ざ
か
り
つ
つ
あ
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。

V
西
洋
史
と
東
洋
史
と
の
M

暴
力
的
な
結
婚
H

を
排
し
て
、

整
合
性
の
あ
る
「
世
界
史
」
を
描
く
l
!
l
。
中
央
ユ
ー
ラ

シ
ア
の
民
族
移
動
に
着
目
し
て
、
こ
の
壮
大
な
テ
l

マ
に

挑
ん
だ
の
が
岡
田
英
弘
氏
の
講
演
で
す
。
今
で
こ
そ
中
央

ユ
ー
ラ
シ
ア
は
二
大
共
産
主
義
国
に
よ
っ
て
、
そ
の
大
部

分
を
占
め
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
か
つ
て
は
草
原
の
遊
牧
民

が
歴
史
の
主
人
公
で
あ
り
、
西
に
東
に
駆
け
抜
け
る
彼
ら

の
エ
ネ
ル
ギ
ー
は
周
辺
諸
国
の
運
命
に
大
き
な
影
響
を
与

え
て
き
ま
し
た
。
問
題
は
二
十
世
紀
末
の
少
数
民
族
の
運

命
で
す
。
草
命
の
旗
の
下
に
吸
収
・
統
合
さ
れ
た
諸
民
族

が
、
い
ま
各
地
で
、
そ
の
統
合
原
理
か
ら
離
脱
し
よ
う
と

し
て
い
ま
す
。
一
体
、
草
命
は
大
ロ
シ
ア
族
や
漢
民
族
が

少
数
民
族
を
支
配
す
る
た
め
の
方
便
に
過
ぎ
ず
、
共
和
国

や
自
治
区
と
い
う
統
治
形
態
も
、
内
実
は
彼
ら
の
植
民
地

だ
っ
た
の
か
:
:
:
。

V
社
会
主
義
と
は
何
か
。
そ
れ
は
、
昭
和
の
日
本
及
び
日

本
人
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
与
え
た
の
で
し
ょ
う
か
。
昨

年
九
月
、
日
本
文
化
会
議
で
は
「
昭
和
史
の
検
証
|
|
内

と
外
か
ら
の
視
点
」
と
題
し
て
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
(
年
次
集

会
)
を
開
催
し
ま
し
た
が
、
本
年
の
年
次
集
会
は
そ
の
第

E
部
と
し
て
、
「
昭
和
と
社
会
主
義
」
を
統
一
テ

l

マ
に

掲
げ
ま
し
た
(
九
月
二
十
三
日
開
催
)
。
個
人
会
員
・
会
友

の
皆
様
に
は
追
っ
て
御
案
内
状
を
お
届
け
致
し
ま
す
が
、

基
調
報
告
者
の
顔
ぶ
れ
に
つ
い
て
は
本
誌
三
十
七
頁
を
御

覧
下
さ
い
。
御
光
来
を
お
待
ち
し
て
い
ま
す
。
(
安
田
)

本
誌
は
新
宿
・
紀
伊
国
屋
書
庖
で
取
扱
っ
て
お
り
ま
す

文

化

会

議

平

成

二

年

七

月

号

(
瓶
一
一
五
三
時
)

平
成
二
年
七
月
一
日
発
行

定
価
四

O
O
円
(
送
料
五
一
円
)

編

集

兼

発

行

人

鈴

木

重

信

(
日
本
文
化
会
議
専
務
理
事
)

行
所
財
団
法
人
日
本
文
化
会
議

東
京
都
千
代
田
区
紀
尾
井
町
三

l
一一一ニ

文
襲
春
秋
ピ
ル
(
〒
一

O
一一)

電
話

O
三
(
二
六
一
)
二
七
五
一

刷
所
富
士
美
術
印
刷
株
式
会
社

東
京
都
荒
川
区
西
日
暮
里
了
六
一
了
入

電
話

O
三
(
八

O
三
)
一
一
七
一

発印

『
文
化
会
議
』
購
読
の
御
案
内

制
日
本
文
化
会
議
は
、
昭
和
四
十
三
年
六
月
、
広
く
我

が
国
の
自
由
の
立
場
に
立
つ
知
識
人
を
結
集
し
、
文
化
に

関
す
る
各
分
野
の
有
機
的
な
連
携
を
は
か
り
、
世
論
喚
起

の
活
動
を
通
じ
、
日
本
文
化
の
健
全
な
発
展
に
寄
与
す
る

こ
と
を
目
的
と
し
て
設
立
さ
れ
ま
し
た
。
爾
来
、
そ
の
目

的
を
達
成
す
る
た
め
に
、
正
し
い
世
論
形
成
に
向
け
て
の

活
動
等
を
行
っ
て
お
り
ま
す
。
御
友
人
、
御
同
僚
の
皆
様

に
当
誌
の
定
期
購
読
を
お
勧
め
頂
け
れ
ば
幸
甚
で
ご
ざ
い

ま
す
。
振
込
用
紙
を
用
意
致
し
て
お
り
ま
す
の
で
、
右
発

行
所
「
雑
誌
係
」
ま
で
お
気
軽
に
お
電
話
下
さ
い
。

回
月
刊
『
文
化
会
議
』
購
読
御
希
望
の
方

は
、
住
所
・
氏
名
、
第
何
号
か
ら
と
御

明
記
の
上
、
右
発
行
所
宛
お
申
し
込
み

下
さ
い
。

固
振
替
口
座
東
京
九
|
七

O
九
六
二

固
年
間
購
読
料
五

0
0
0円
(
送
料
共
)

本
誌
掲
載
記
事
の
無
断
転
載
を
禁
じ
ま
す
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