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千
ペ
ー
ジ
に
も
迫
ら
ん
と
す
る
大
著
で
あ
る
。序
章
か
ら
第
五
章
ま
で
、

掲
載
論
文
は
三
八
本
に
も
及
ぶ
。
新
稿
も
六
本
収
め
ら
れ
、
著
書
と
し
て

読
み
応
え
だ
け
で
な
く
、
本
当
に
面
白
い
著
書
で
あ
る
。

　

土
佐
氏
は
「
追
い
書
き
」
と
い
う
名
の
「
あ
と
が
き
」
の
中
で
、
何
の

計
画
性
も
な
く
そ
の
時
々
で
面
白
い
と
思
っ
た
こ
と
だ
け
を
雑
文
と
し
て

発
表
し
て
き
た
と
謙
遜
す
る
。
し
か
し
、
我
々
研
究
者
が
、
研
究
史
を
丁

寧
辿
り
、そ
れ
に
少
し
ば
か
り
の
新
論
を
付
け
加
え
て
良
し
と
し
て
い
る
、

そ
の
漫
然
と
し
た
態
度
に
、
氏
の
各
論
は
、
注
意
を
促
し
て
い
る
よ
う
に

思
わ
れ
る
。
緒
論
の
す
べ
て
が
、
本
質
と
は
何
か
そ
れ
に
迫
る
の
が
研
究
で

あ
り
、
そ
れ
を
問
う
こ
と
が
重
要
で
あ
る
と
述
べ
て
お
り
、
真
っ
向
勝
負
・

首
尾
一
貫
し
た
著
書
で
あ
る
。
大
著
の
う
ち
新
稿
を
中
心
に
紹
介
し
、
最
後

に
一
番
興
味
深
か
っ
た
論
考
に
つ
い
て
少
し
詳
し
く
述
べ
る
こ
と
と
し
よ
う
。

　

総
論
と
し
て
著
書
全
体
の
意
義
を
語
る
序
章
（
─
す
べ
て
新
稿
─
）
で

は
、
貴
族
文
学
と
し
て
の
『
万
葉
集
』
を
無
前
提
に
是
と
す
る
の
で
は
な

く
、「
貴
族
」
性
の
認
定
行
為
に
は
、
想
定
さ
れ
る
「
非
貴
族
」
的
な
言

語
と
の
差
異
が
必
然
的
に
前
提
と
さ
れ
る
と
述
べ
る
。
ま
た
、
漢
籍
を
受

容
し
た
表
現
の
位
相
は
、
そ
の
よ
う
な
修
辞
を
成
し
得
な
い
、
社
会
階
層

を
反
措
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
初
め
て
見
定
め
ら
れ
る
と
語
る
（
序
章
第

一
節
「『
言
語
の
自
立
性
』
と
歴
史
記
述
の
可
能
性
」）。

　

第
一
章
「
文
字
の
思
考
」
で
は
、
稗
田
阿
礼
の
語
り
が
な
ぜ
記
録
さ
れ

た
の
か
を
ま
ず
述
べ
る
。
八
世
紀
初
頭
に
「
文
字
の
書
物
が
作
ら
れ
な
け

れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
と
い
う
事
実
そ
れ
自
体
が
、
口
頭
伝
承
が
権
威
を
失

い
、文
字
の
権
威
が
確
立
し
た
こ
と
を
雄
弁
に
物
語
っ
て
」お
り
、「
声
注
」

は
古
事
記
が
〈
声
〉
の
伝
承
を
装
う
た
め
も
の
で
あ
っ
た
と
述
べ
る
（
第

一
節
「
文
字
の
倒
錯
『
古
事
記
』
序
文
」）。
た
し
か
に
、
律
令
官
僚
機
構

も
少
し
遅
れ
て
八
世
紀
後
半
「
読
申
公
文
」
と
い
う
口
頭
伝
達
か
ら
「
申

文
刺
文
」
に
変
化
す
る
。
律
令
国
家
と
言
語
文
化
が
重
な
り
合
い
な
が
ら

変
貌
を
遂
げ
て
い
く
様
子
は
首
肯
さ
れ
る
。

　

第
二
章
「『
感
情
』
の
発
見　

斉
明
朝
・
天
智
朝
」
以
降
の
各
章
は
、

律
令
国
家
の
年
代
別
に
論
考
が
並
べ
ら
れ
て
い
く
。
同
章
第
七
節
「
額
田

王
の
『
位
置
』」（
新
稿
）
で
は
、
額
田
王
が
、
な
ぜ
斉
明
期
と
天
智
期
に

性
格
を
異
に
し
つ
つ
活
躍
し
た
か
を
問
う
。
斉
明
天
皇
は
、
石
造
美
術
や

〔
書
評
〕

土
佐
秀
里
著

『
律
令
国
家
と
言
語
文
化
』

塩
沢
一
平
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道
観
な
ど
の
み
な
ら
ず
、
新
宮
廷
文
化
と
し
て
「
歌
」
を
作
り
出
そ
う
と

し
、
託
さ
れ
た
の
が
中
皇
命
で
あ
り
額
田
王
で
あ
っ
た
と
述
べ
る
。
題
詞

や
作
者
が
、
現
在
の
私
た
ち
に
分
か
り
に
く
い
の
は
、
そ
も
そ
も
そ
う
設

定
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
の
だ
と
論
じ
て
み
せ
る
。
な
る
ほ
ど
土
佐
氏
が
い

う
よ
う
に
、
公
開
を
前
提
と
し
な
い
「
斉
明
メ
モ
」
な
ら
ば
理
解
が
届
く
。

一
方
天
智
朝
で
は
、
行
き
届
い
た
題
詞
と
も
な
っ
て
お
り
、
公
的
な
活
躍

と
そ
れ
が
記
さ
れ
た
「
天
智
・
鎌
足
資
料
」
に
基
づ
い
た
も
の
と
な
っ
て

い
る
と
語
る
。
い
ず
れ
の
時
点
で
も
後
宮
で
の
活
躍
で
あ
り
、
額
田
王
の

地
位
は
女
王
ま
た
は
命
婦
に
類
し
た
も
の
で
あ
っ
た
と
、
律
令
国
家
と
の

関
係
か
ら
位
置
づ
け
る
。
橋
本
達
雄
氏
『
万
葉
宮
廷
歌
人
の
研
究
』
の
巫

女
的
立
場
と
文
芸
の
女
性
と
は
別
の
角
度
か
ら
、
み
ご
と
に
二
面
性
を
解

き
明
か
し
て
い
る
。

　

第
三
章
「『
神
話
』
と
儀
礼
の
創
出
／
解
体　

天
武
・
持
統
朝
」
で
は
、

第
三
節
に
お
い
て
、
人
麻
呂
の
作
品
は
壬
申
の
乱
を
歴
史
の
境
界
と
し
、

天
智
と
天
武
と
を
新
旧
二
つ
の
王
朝
で
あ
る
観
念
的
・
意
図
的
に
演
出
し

て
い
る
と
論
ず
る
（「『
戦
後
文
学
』
と
し
て
の
柿
本
人
麻
呂
」）。
続
く
第

四
節
「
人
麻
呂
登
場
」（
新
稿
）
で
は
、
そ
の
人
麻
呂
に
つ
い
て
、
人
麻

呂
歌
集
が
天
武
朝
に
あ
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
な
ぜ
持
統
朝
に
、
華
々
し
く

宮
廷
歌
人
と
し
て
活
躍
し
た
の
か
と
、
前
章
の
額
田
王
と
同
様
に
本
質
を

問
う
。
そ
し
て
天
武
朝
で
は
、
皇
子
宮
で
の
「
褻
の
歌
」
と
し
て
の
人
麻

呂
歌
集
を
作
成
し
、
持
統
朝
に
は
「
晴
の
文
学
」、
と
し
て
日
並
皇
子
の

神
格
化
の
た
め
に
、「
新
た
な
神
話
」
作
り
と
し
て
皇
子
挽
歌
を
製
作
し

た
と
論
ず
る
。
氏
の
文
体
は
硬
質
で
凝
縮
さ
れ
た
文
体
で
あ
る
。
し
か
し

天
武
朝
を
イ
ン
デ
ィ
ー
ズ
、
持
統
朝
を
メ
ジ
ャ
ー
デ
ビ
ュ
ー
に
例
え
る
な

ど
、
柔
軟
な
表
現
も
盛
り
込
み
、
時
折
読
者
を
和
ま
せ
る
。

　

第
四
章
「『
大
宝
律
令
』
前
後　

文
武
朝
・
元
明
朝
」
は
、「
大
神
高
市

麻
呂
の
復
権
」
の
論
考
か
ら
は
じ
ま
る
（
第
一
節
）。
持
統
六
年
、
伊
勢

行
幸
諫
止
上
表
以
後
の
彼
の
官
職
辞
職
の
可
能
性
を
述
べ
、
十
年
後
の
復

権
の
に
つ
い
て「
従
駕
応
詔
」な
ど
の
作
品
や
、文
武
天
皇
の「
述
懐
」（『
懐

風
藻
』）
か
ら
文
武
が
彼
を
復
権
し
た
可
能
性
を
探
っ
て
い
る
。
藻
中
で

文
武
は
「
智
」
の
不
足
と
「
拙
心
」
の
是
正
を
述
べ
、
こ
れ
は
文
武
が
諫

言
を
聞
き
入
れ
る
儒
教
的
「
明
君
」
た
る
べ
く
自
ら
を
位
置
づ
け
る
た
め

で
、
忠
臣
を
再
評
価
す
る
こ
と
の
表
れ
で
あ
る
と
す
る
。
律
令
国
家
に
置

け
る
儒
教
精
神
の
取
り
入
れ
が
、
文
武
朝
以
降
内
面
的
・
精
神
的
な
も
の

と
な
る
様
を
文
芸
作
品
か
ら
探
り
、よ
く
理
解
が
届
く
論
と
な
っ
て
い
る
。

第
二
節
は
大
神
高
市
麻
呂
の
「
従
駕
応
詔
」
の
従
駕
先
を
詩
中
に
見
ら
れ

る
「
従
駕
上
林
春
」
か
ら
考
察
し
、「
上
林
」
に
つ
い
て
詳
述
す
る
補
論

と
な
っ
て
い
る
（「
文
武
朝
の
行
幸
と
『
上
林
』」
─
新
稿
─
）。

　

第
五
章
「
律
令
官
人
の
夢
想
と
現
実　

元
明
朝
・
聖
武
朝
」
の
第
三
節

「
天
平
元
年
の
班
田
と
万
葉
集
」
は
、
ま
さ
に
「
律
令
国
家
と
言
語
文
化
」
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が
ど
う
結
び
つ
く
か
を
考
え
る
好
論
で
あ
る
。
笠
金
村
の
天
平
元
年
冬

十
二
月
の
歌
（
９
・
一
七
八
七
～
九
）
が
、
都
に
近
い
「
石
上　

布
留
の
里
」

を
歌
う
な
ど
、
天
平
元
年
の
班
田
関
連
歌
は
、
都
か
ら
指
呼
の
間
で
長
期

に
帰
宅
で
き
ず
、任
務
す
る
苦
し
い
経
験
を
歌
う
点
で
共
通
す
る
と
い
う
。

当
事
者
な
ら
で
は
の
特
異
な
労
苦
の
経
験
的
実
感
を
言
語
化
し
た
も
の
で

あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
。
笠
金
村
が
そ
れ
を
「
妻
恋
し
さ
」
と
し
て

表
し
た
の
は
、「
歌
」
は
類
型
的
に
表
現
す
る
こ
と
し
か
で
き
ず
、
天
平

元
年
班
田
と
い
う
事
業
が
抱
え
て
い
た
制
度
問
題
の
喩
で
あ
り
、笠
金
村
・

大
伴
三
中
・
橘
諸
兄
な
ど
の
こ
れ
ら
の
歌
は
、「
述
志
」
の
歌
と
し
て
読

み
直
す
べ
き
と
す
る
。

　

土
佐
氏
は
、
我
々
が
当
た
り
前
と
し
て
見
過
ご
し
が
ち
な
も
の
に
、
別

な
角
度
か
ら
光
を
当
て
る
こ
と
に
よ
っ
て
照
ら
し
出
し
な
が
ら
核
心
に
切

り
込
ん
で
い
く
。
最
も
興
味
深
か
っ
た
、
東
歌
に
つ
い
て
論
じ
た
、
第
一

章
第
六
節
「
東
歌
と
仮
名
表
記
」（
新
稿
）
で
は
、「
東
歌
ら
し
さ
」
を
可

視
化
し
て
い
る
の
は
、
並
置
さ
れ
る
「
西
歌
」「
南
歌
」
の
よ
う
な
部
立

が
存
在
し
な
い
こ
と
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
、
交
換
可
能
な
地
名
で
は
な

く
東
国
「
方
言
」
で
あ
る
と
す
る
。
ま
た
東
歌
が
、
一
字
一
音
の
仮
名
表

記
で
あ
る
の
は
、
歌
木
簡
に
み
ら
れ
る
よ
う
な
表
音
性
を
表
す
た
め
で
は

な
い
と
す
る
。
青
柳
を
「
安
乎
楊
木
4

4

」
と
表
意
性
が
高
い
工
夫
さ
れ
た
「
音

義
兼
用
」
の
仮
名
を
用
い
て
お
り
、
訓
字
表
記
を
前
提
に
作
り
出
さ
れ
た

「
仮
名
表
記
」
は
、
目
で
読
ま
れ
る
こ
と
を
意
図
し
た
〈
文
字
の
歌
〉
で

あ
っ
た
と
語
る
。

　

同
じ
仮
名
表
記
巻
で
あ
る
巻
五
の
吉
田
宜
の
書
簡
（
大
伴
旅
人
へ
の
返

信
）
や
巻
十
七
の
池
主
の
書
簡
（
大
伴
家
持
へ
の
返
信
）
に
、
相
手
の
書

簡
と
歌
と
を
「
吟
諷
」「
吟
詠
」
し
た
こ
と
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。
こ
の

こ
と
か
ら
書
か
れ
る
歌
も
詠
ま
れ
る
歌
で
あ
っ
た
と
考
え
る
書
評
者
と
は

立
場
を
異
に
す
る
が
、
東
歌
に
関
す
る
氏
の
論
考
は
、
説
得
的
で
あ
る
。

中
央
貴
族
が
必
要
と
し
て
い
た
の
は
、中
央
に
了
解
可
能
な
人
工
的
な「
方

言
」
で
適
度
な
異
質
さ
で
あ
っ
た
。
律
令
国
家
は
、
唐
の
冊
封
体
制
の
摸

倣
を
め
ざ
し
た
と
い
う
。
国
家
が
地
方
に
エ
キ
ゾ
チ
ズ
ム
を
感
じ
、
そ
れ

を
収
載
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
地
方
の
文
化
を
も
領
有
し
よ
う
と
い
う
言

説
は
、よ
く
耳
に
す
る
が
、た
し
か
に
理
解
不
能
な
ほ
ど
異
質
な
も
の
は
、

エ
キ
ゾ
チ
ズ
ム
と
し
て
領
有
で
き
な
い
。
明
快
で
非
常
に
頷
か
れ
る
論
説

と
考
え
ら
れ
る
。

　

諸
氏
も
ご
存
じ
の
よ
う
に
、（
注
に
示
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
）
本
書
に

未
収
の
論
文
も
多
く
あ
る
。
さ
ら
に
新
た
な
る
著
書
も
早
晩
上
梓
さ
れ
る

の
で
は
な
い
か
と
期
待
が
高
ま
る
。
土
佐
氏
の
本
質
を
問
う
、
さ
ら
な
る

論
考
が
待
た
れ
る
。

　
（
Ａ
５
判　

九
〇
六
頁
、
汲
古
書
院
、
二
〇
二
〇
年
二
月
発
行
、
定
価

二
一
〇
〇
〇
円
＋
税
）


