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ま
ず
本
書
の
構
成
を
惜
単
に
示
し
て
お
く
と
、
第
二
革
「
〝
四
つ
の
現
代
化
″

展
開
に
見
る
『
近
代
』
の
再
生
」
、
第
二
章
「
呉
帽
批
判
の
虚
偽
と
真
也
2
、
第
三

章
「
文
化
大
革
命
下
の
『
階
級
』
と
『
文
化
』
」
、
第
四
章
「
李
泳
繕
教
授
の
受

理
」
、
第
五
革
「
歴
史
に
お
け
る
台
湾
」
、
附
録
「
中
国
を
み
つ
め
た
日
本
人
」
、
と

な
っ
て
い
る
。
こ
の
構
成
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
.
本
書
は
著
者
の
こ
れ
ま
で
の

幅
広
い
研
究
活
動
を
う
か
が
わ
せ
る
。

著
者
は
、
事
実
に
即
し
て
中
国
近
・
現
代
史
の
研
究
を
行
な
う
.
へ
き
こ
と
を

強
調
す
る
。
第
〓
早
で
は
、
そ
の
事
実
と
し
て
、
活
末
以
来
の
中
国
が
い
か
に

執
拗
に
「
近
代
」
を
追
求
し
て
き
た
か
を
、
教
育
制
度
の
改
革
、
日
本
や
ア
メ

リ
カ
へ
の
留
学
生
の
派
遣
、
そ
し
て
留
学
経
験
を
有
す
る
人
々
の
国
民
党
や
共

産
党
内
に
お
け
る
指
導
的
役
割
と
い
っ
た
こ
と
か
ら
論
証
し
ょ
う
と
す
る
。
こ

う
し
た
面
か
ら
の
近
代
中
国
の
把
握
は
、
中
国
に
お
け
る
教
育
制
度
の
変
遷
に

深
い
関
心
と
研
究
の
蓄
積
を
有
す
る
著
者
な
ら
で
は
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。

中
国
に
お
け
る
「
近
代
」
の
追
求
と
い
う
事
実
を
正
し
く
と
ら
え
ず
、
「
反

近
代
」
の
側
面
か
ら
の
み
中
国
を
と
ら
え
よ
う
と
し
て
き
た
と
、
著
者
は
こ
れ

ま
で
の
研
究
を
批
判
す
る
。
も
ち
ろ
ん
、
著
者
は
、
中
国
近
・
現
代
史
に
お
け
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る
個
別
の
事
象
に
つ
い
て
の
と
ら
え
方
を
問
題
に
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、

現
代
中
国
で
「
四
つ
の
現
代
化
」
政
策
が
お
し
す
す
め
ら
れ
わ
は
な
ら
な
か
っ

た
必
然
性
、
そ
う
し
た
発
想
の
棍
源
を
問
題
に
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
著
者
に

よ
れ
ば
、
「
四
つ
の
現
代
化
」
政
策
は
、
近
代
中
国
が
追
求
し
、
.
解
放
以
後
も

潜
在
し
て
い
た
「
近
代
」
の
復
活
に
は
か
な
ら
な
い
。
著
者
の
言
葉
を
引
用
し

て
お
こ
う
。
「
『
四
つ
の
現
代
化
』
政
策
の
実
行
は
、
つ
ま
る
と
こ
ろ
『
近
代
の

再
生
』
　
『
〝
五
四
″
の
再
現
』
と
い
っ
て
過
言
で
は
な
い
」
　
(
本
書
三
五
頁
)
。

中
国
近
・
現
代
史
研
究
に
つ
い
て
の
著
者
の
問
題
提
起
は
大
胆
で
あ
り
、
ま

た
興
味
深
い
も
の
が
あ
る
。
そ
れ
だ
け
に
今
後
さ
ら
に
検
討
を
加
え
ね
ば
な
ら

な
い
問
題
点
も
あ
る
よ
う
に
思
う
。
著
者
が
、
一
九
世
紀
末
以
来
の
中
国
が
追

求
し
て
き
た
と
い
う
「
近
代
」
の
内
容
は
必
ず
し
も
明
確
で
は
な
い
。
著
者
0

場
合
、
「
近
代
」
の
内
容
を
、
政
治
や
経
済
の
制
度
に
よ
り
は
、
広
く
人
格
と

か
知
性
と
い
.
っ
た
こ
と
に
も
と
め
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
そ
こ
に
ま
た
、
著
者

が
教
育
制
度
の
改
革
や
、
.
日
本
・
欧
米
へ
の
留
学
生
の
派
遣
等
に
「
近
代
」
の

追
求
を
認
め
る
所
以
が
あ
ろ
う
。

だ
が
そ
れ
に
し
て
も
、
清
末
官
僚
に
よ
る
日
本
へ
の
留
学
生
派
遣
へ
デ
ュ
ー

イ
の
教
育
思
想
の
受
容
、
さ
ら
に
勤
工
倹
学
と
い
う
形
態
に
よ
る
フ
ラ
ン
ス
へ

の
留
学
等
を
、
一
様
に
「
近
代
」
の
追
求
と
し
て
と
ら
え
て
よ
い
だ
ろ
う
か
。

「
〝
五
四
〟
の
再
現
」
と
評
価
し
た
「
四
つ
の
現
代
化
」
政
策
に
、
「
連
続
し

て
い
る
論
理
」
と
し
て
、
清
末
官
僚
の
日
本
へ
の
留
学
生
派
遣
の
必
要
性
を
説

く
言
葉
を
引
用
す
る
こ
と
に
は
疑
問
を
感
じ
ざ
る
を
得
な
い
。

著
者
は
、
呉
昭
と
親
交
の
あ
っ
た
数
少
い
日
本
人
の
一
人
だ
と
い
う
。
呉
昭

は
い
う
ま
で
も
な
く
、
文
化
大
革
命
の
発
端
に
お
い
て
批
判
さ
れ
た
、
歴
史
学
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者
で
あ
り
北
京
市
副
市
長
と
い
う
要
職
に
あ
っ
た
人
物
で
あ
る
。
第
二
章
で
、

著
者
は
文
化
大
革
命
で
批
判
さ
れ
た
歴
史
劇
　
『
海
瑞
罷
官
』
　
の
書
か
れ
た
背

景
、
呉
昭
が
そ
の
執
筆
に
こ
め
た
思
い
と
い
っ
た
こ
と
を
さ
ぐ
ろ
う
と
す
る
。

大
躍
進
政
策
の
挫
折
、
自
然
災
害
、
ソ
連
の
経
済
援
助
停
止
の
も
た
ら
し
た

経
済
的
打
撃
、
そ
れ
に
よ
る
国
民
生
活
の
圧
迫
、
彰
徳
俵
に
よ
る
毛
沢
東
の
政

策
批
判
と
い
う
経
済
的
、
政
治
的
状
態
の
中
で
、
皇
帝
に
対
し
て
鋭
く
政
治
を

批
判
し
、
自
ら
の
所
信
を
述
べ
て
罷
免
さ
れ
て
い
っ
た
明
代
の
官
僚
海
瑞
の
歴

史
劇
を
書
く
こ
と
に
、
呉
昭
が
い
か
な
る
思
い
を
こ
め
て
い
た
の
か
、
呉
昭
が

解
放
区
に
入
っ
た
と
き
、
毛
沢
東
が
強
い
関
心
を
示
し
た
と
い
う
、
彼
の
著
作

『
朱
元
璋
伝
』
と
の
関
係
に
お
い
て
展
開
さ
れ
る
著
者
の
論
述
に
は
興
味
深
い

も
の
が
あ
る
。

呉
昭
の
著
作
の
訳
者
で
あ
り
、
親
交
の
あ
っ
た
著
者
で
あ
れ
ば
、
文
化
大
革

命
に
よ
る
批
判
以
後
の
呉
昭
お
よ
び
そ
の
家
族
の
運
命
に
対
す
る
思
い
や
り
に

は
、
想
像
以
上
の
も
の
が
あ
ろ
う
。
そ
の
著
者
も
、
時
に
呉
昭
に
鋭
い
批
判
の

目
を
む
け
る
。
そ
れ
は
呉
昭
の
政
治
に
対
す
る
認
識
の
甘
さ
に
つ
い
て
で
あ

る
。困

難
に
た
え
て
学
問
の
途
に
進
み
、
清
華
大
学
の
教
師
に
な
り
、
さ
ら
に
解

放
区
に
入
っ
て
毛
沢
東
の
知
遇
を
得
、
解
放
後
、
北
京
市
副
市
長
と
い
う
要
職

に
つ
く
と
い
う
呉
昭
の
人
生
の
上
昇
の
時
期
せ
、
歴
史
劇
に
託
し
て
毛
沢
東
の

政
策
を
批
判
し
ょ
う
と
し
、
文
化
大
革
命
の
嵐
の
中
に
ま
き
こ
ま
れ
失
脚
し
て

い
っ
た
時
期
と
に
は
、
何
か
共
通
し
た
も
の
が
あ
る
よ
う
な
気
が
し
て
な
ら
な

い
や
そ
れ
は
学
問
の
政
治
へ
の
依
存
、
知
識
人
の
政
治
家
へ
の
依
存
と
い
っ
て

よ
い
か
も
し
れ
な
い
。

六
八

と
こ
ろ
で
、
著
者
の
中
国
の
民
衆
に
む
け
る
目
は
厳
し
い
。
そ
の
時
々
の
凌

治
権
力
に
、
た
だ
従
う
だ
け
の
民
衆
し
か
い
な
い
か
の
よ
う
で
あ
る
。
そ
れ
は

文
化
大
革
命
に
よ
っ
て
、
中
国
が
長
期
間
に
わ
た
っ
て
時
を
浪
費
し
た
だ
け
で

な
く
、
数
多
く
の
貴
重
な
人
材
を
失
っ
た
こ
と
へ
の
痛
恨
の
思
い
の
反
映
で
も

あ
ろ
う
。
こ
れ
ま
で
の
近
代
中
国
の
民
衆
に
関
す
る
研
究
は
、
そ
の
客
観
的
な

存
在
の
あ
り
方
を
考
慮
す
る
こ
と
が
少
な
か
っ
た
よ
う
に
思
う
。
一
様
々
の
形
態

の
運
動
の
中
に
お
け
る
民
衆
と
同
時
に
、
日
常
的
な
民
衆
の
存
在
の
状
態
と
い

う
側
面
か
ら
も
、
丹
念
な
研
究
の
成
果
を
蓄
積
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
中
国
近

代
史
の
各
段
階
に
お
け
る
民
衆
像
が
つ
か
め
る
は
ず
で
あ
る
。
そ
の
作
業
を
通

じ
て
、
現
代
中
国
の
民
衆
に
つ
い
て
の
理
解
も
得
ら
れ
る
は
ず
で
あ
る
。

第
三
章
で
は
、
文
化
大
革
命
、
「
実
権
派
」
批
判
と
の
関
連
で
、
毛
沢
東
の

社
会
主
義
社
会
の
下
に
お
け
る
「
階
級
」
認
識
を
分
析
す
る
。
著
者
は
、
毛
沢

東
が
社
会
主
義
社
会
に
お
け
る
「
階
級
」
の
復
活
の
可
能
性
と
い
う
問
題
を
掟

起
し
た
こ
と
を
評
価
し
っ
つ
も
、
毛
沢
東
の
「
階
級
」
認
識
が
経
済
的
諸
関
係

に
基
づ
く
も
の
で
は
な
く
、
盗
意
的
に
、
無
制
限
に
適
用
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ

た
こ
と
を
批
判
す
る
。
経
済
的
に
困
難
な
状
態
の
中
で
、
彰
徳
俵
の
毛
沢
東
批

判
に
典
型
的
に
あ
ら
わ
れ
た
よ
う
に
、
国
民
経
済
の
建
て
な
お
し
を
め
ぐ
っ

て
、
指
導
者
層
内
で
厳
し
い
論
争
が
展
開
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、
著
者
に
よ

れ
ば
、
毛
沢
東
が
こ
の
よ
う
な
「
階
級
」
認
識
に
基
づ
き
、
本
来
「
人
民
内
部

の
矛
盾
」
と
し
て
処
理
す
べ
き
問
題
を
、
「
階
級
」
矛
盾
の
教
化
と
し
て
飛
躍

さ
せ
る
よ
う
に
な
る
の
は
、
こ
の
時
期
か
ら
で
あ
る
。

第
五
章
で
、
著
者
は
、
戦
後
の
旧
拉
民
地
研
究
の
中
で
、
台
帝
を
対
象
に
し

た
も
の
が
少
な
い
こ
と
を
批
判
し
っ
つ
、
台
湾
に
お
け
る
民
族
運
動
の
展
開
過



程
を
さ
ぐ
ろ
う
と
す
る
。
そ
の
場
合
、
著
者
は
主
要
に
二
つ
の
点
に
注
意
を
む

け
る
。
一
つ
昼
運
動
そ
の
も
の
の
展
開
過
程
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
、
比
較
的
に

社
会
の
上
層
部
を
指
導
者
と
す
る
台
湾
文
化
協
会
に
よ
る
、
改
良
的
で
、
台
湾

の
自
治
・
独
立
を
も
と
め
る
煩
向
の
強
い
民
族
運
動
か
ら
、
大
衆
的
な
基
盤
を

有
し
、
中
国
革
命
と
密
接
に
関
係
し
た
運
動
へ
の
転
換
が
見
ら
れ
る
。
こ
う
し

た
運
動
の
転
換
を
も
た
ら
し
た
契
機
に
つ
い
て
、
著
者
は
二
つ
の
こ
と
を
考
え

て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
一
つ
は
日
本
帝
国
主
義
と
台
湾
農
民
と
の
矛
盾
の
激
化

-
　
具
体
的
に
は
甘
薫
栽
培
を
め
ぐ
る
　
-
　
で
あ
る
。
も
う
一
つ
は
青
年
層
へ

の
中
国
革
命
の
進
展
の
影
響
で
あ
る
。

運
動
の
展
開
と
密
接
な
関
係
が
あ
る
が
、
著
者
が
注
意
を
む
け
る
も
う
一
つ

の
問
題
は
、
「
中
国
改
造
論
争
」
と
い
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
台
湾
文

化
協
会
内
に
お
け
る
指
導
者
達
と
、
青
年
層
を
中
心
に
し
た
革
新
的
な
部
分
と

の
、
中
国
社
会
の
現
状
認
識
と
変
革
の
途
を
め
ぐ
る
論
争
で
あ
る
。
運
動
に
お

い
て
改
良
的
な
立
場
に
た
つ
前
著
は
、
中
国
社
会
の
現
状
を
「
封
建
社
会
」
と

と
ら
え
、
追
求
す
べ
き
変
革
の
方
向
を
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
階
級
の
指
導
に
よ
る
資

本
主
義
発
展
の
途
に
お
い
た
。
こ
れ
に
対
し
て
後
者
は
、
中
国
の
封
建
社
会
は

帝
国
主
義
に
よ
っ
て
崩
壊
さ
せ
ら
れ
て
お
り
、
現
在
の
中
国
社
会
は
帝
国
主
義

支
配
下
に
お
け
る
特
殊
な
「
半
植
民
地
社
会
」
だ
と
し
、
そ
こ
か
ら
中
国
の
資

本
主
義
発
展
の
可
能
性
を
否
定
し
、
社
会
主
義
へ
の
途
を
提
起
し
た
。

こ
の
「
論
争
」
を
通
じ
て
、
台
湾
文
化
協
会
の
分
裂
が
明
確
に
な
り
、
改
良

的
な
立
場
に
た
つ
人
々
が
指
導
権
を
喪
失
し
て
い
っ
た
事
実
だ
け
で
な
く
、
そ

れ
が
有
名
な
「
中
国
社
会
史
論
戦
」
の
始
ま
る
四
年
前
に
展
開
し
て
い
た
こ

せ
、
ま
た
社
会
史
論
戦
に
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
「
半
植
民
地
社
会
」
と
い
う
社
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会
規
定
の
提
起
が
あ
っ
た
こ
と
に
も
、
著
者
は
注
目
し
て
い
る
。

な
お
こ
の
ほ
か
に
、
著
者
は
、
第
四
章
で
は
一
人
の
「
愛
国
者
」
、
「
民
族
主

義
者
」
で
あ
る
学
者
が
、
朴
政
権
下
の
韓
国
に
お
い
て
い
か
な
る
状
態
に
お
か

れ
た
か
を
明
ら
か
に
し
、
そ
れ
と
と
も
に
、
日
本
の
政
治
家
や
知
識
人
が
正
し

く
韓
国
の
実
状
を
と
ら
え
る
よ
う
に
訴
え
る
。
最
後
に
、
「
附
録
」
上
し
て
、

戦
前
の
中
国
で
様
々
な
活
動
に
従
事
し
、
ま
た
中
国
の
動
向
を
注
視
し
て
き
た

三
人
の
人
に
対
す
る
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
を
収
録
し
て
い
る
。
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