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本
書
の
サ
ブ
タ
イ
ト
ル
に
付
さ
れ
た
「
非
主
要
」
と
い
う
言
葉
に
、
ど
の
よ
う
な
イ
メ
ー
ジ
を
抱
く
だ
ろ
う
か
。
お
そ
ら
く
良
い
イ

メ
ー
ジ
を
抱
く
人
は
あ
ま
り
い
な
い
。
非
主
要
だ
け
で
な
く
、「
二
流
・
三
流
」
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
が
口
に
出
さ
れ

る
か
は
と
も
か
く
、
こ
れ
ら
の
言
葉
は
組
織
の
序
列
や
人
の
評
価
に
付
さ
れ
が
ち
な
言
葉
で
あ
る
。
そ
し
て
、
文
部
省
は
ど
の
時
期
に

お
い
て
も
こ
の
よ
う
な
評
価
を
受
け
、
公
然
と
そ
の
よ
う
に
言
わ
れ
て
き
た
。
も
っ
と
言
え
ば
、
中
央
各
省
の
中
で
最
下
層
に
位
置
づ

け
ら
れ
て
き
た
と
さ
え
言
え
る
。
こ
れ
は
政
界
・
官
界
や
、
官
界
を
目
指
す
学
生
だ
け
で
な
く
、
社
会
に
広
く
共
有
さ
れ
た
認
識
で

あ
っ
た
。

　

し
か
し
、
だ
か
ら
と
言
っ
て
、
そ
れ
を
も
っ
て
文
部
省
を
研
究
す
る
意
義
が
薄
い
と
い
う
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
逆
で
あ
る
。
文
部

省
と
い
う
鏡
を
一
枚
加
え
て
近
代
日
本
の
官
僚
制
を
覗
き
こ
む
と
、
主
要
官
庁
た
る
内
務
省
や
大
蔵
省
で
は
見
え
て
こ
な
か
っ
た
側
面

が
新
た
に
現
れ
、
こ
れ
ま
で
内
務
・
大
蔵
両
省
か
ら
見
ら
れ
て
き
た
官
僚
制
の
姿
を
相
対
化
で
き
る
の
で
あ
る
。

　

本
書
で
は
、
各
時
期
の
文
部
省
の
人
事
と
、
そ
れ
に
伴
う
官
僚
の
専
門
性
の
変
質
を
検
討
す
る
こ
と
で
、
官
僚
制
が
大
き
く
進
展
し

て
い
く
内
閣
制
度
導
入
（
一
八
八
五
年
）
前
後
か
ら
一
九
〇
〇
年
代
初
頭
ま
で
の
約
二
〇
年
間
の
文
部
省
の
特
徴
を
明
ら
か
に
す
る
。

個
別
行
政
と
し
て
の
文
部
行
政
の
特
徴
だ
け
で
な
く
、
近
代
日
本
の
官
僚
制
を
よ
り
広
域
に
見
通
し
、
そ
れ
が
内
包
し
て
い
た
問
題
や

特
徴
を
示
す
。
本
書
の
趣
旨
を
端
的
に
記
せ
ば
、
文
部
省
の
人
事
と
文
部
官
僚
の
専
門
性
は
、
官
僚
任
用
制
度
に
大
き
く
影
響
を
受
け

る
が
、
そ
れ
が
か
え
っ
て
文
部
省
の
特
徴
を
鮮
明
に
浮
か
び
上
が
ら
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
、
と
言
う
こ
と
で
あ
る
。
官
僚
任
用
制
度
が

整
備
さ
れ
て
い
く
過
程
の
時
期
だ
か
ら
こ
そ
、
文
部
官
僚
の
あ
る
べ
き
姿
に
関
し
て
教
育
雑
誌
な
ど
の
メ
デ
ィ
ア
で
様
々
な
議
論
を
行

う
余
地
が
あ
っ
た
。
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本
書
は
二
部
構
成
か
ら
な
る
。
第
Ⅰ
部
で
は
、
近
代
日
本
に
お
け
る
官
僚
任
用
の
全
体
的
な
流
れ
を
踏
ま
え
て
、
文
部
官
僚
の
特
徴

を
論
じ
る
。
第
Ⅱ
部
で
は
、
官
僚
の
職
種
や
職
務
と
、
そ
れ
に
対
す
る
評
価
と
い
っ
た
ト
ピ
ッ
ク
ご
と
に
文
部
省
を
論
じ
る
。
基
本
的

に
は
第
Ⅰ
部
の
官
僚
制
の
動
向
と
文
部
省
の
変
容
を
踏
ま
え
た
う
え
で
、
第
Ⅱ
部
へ
読
み
進
め
ら
れ
る
こ
と
を
想
定
し
て
い
る
。
し
か

し
、
た
と
え
ば
教
育
雑
誌
に
よ
る
文
部
官
僚
の
評
価
を
先
に
摑
み
た
い
方
は
、
第
Ⅱ
部
第
7
章
か
ら
読
み
始
め
て
も
ま
っ
た
く
問
題
な

い
。

　

本
書
は
、
博
士
論
文
を
元
に
し
た
い
わ
ゆ
る
学
術
書
で
あ
る
が
、
一
方
で
多
く
の
方
に
手
に
と
っ
て
ほ
し
い
と
考
え
て
い
る
。
こ
の

た
め
、
博
士
論
文
か
ら
表
現
や
論
理
構
成
を
可
能
な
限
り
修
正
し
、
説
明
を
加
え
た
。
ま
た
本
書
で
は
、
官
僚
の
顔
が
見
え
る
よ
う
な

記
述
を
心
が
け
た
。
た
と
え
ば
、
文
部
次
官
の
辻
新
次
と
文
部
編
輯
局
長
の
伊
沢
修
二
の
殴
り
合
い
の
喧
嘩
を
呆
れ
な
が
ら
眺
め
る
新

人
官
僚
時
代
の
沢
柳
政
太
郎
（
第
1
章
）
や
、
文
部
省
の
重
要
業
務
で
あ
る
学
事
巡
視
を
拒
絶
し
、
後
悔
す
る
依
田
学
海
（
第
4
章
）
な

ど
の
諸
光
景
を
想
像
し
な
が
ら
読
み
進
め
て
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
う
。

　

最
後
に
、
本
書
を
現
代
的
な
問
題
に
引
き
付
け
た
い
。
現
在
の
霞
ヶ
関
内
の
状
況
は
厳
し
い
。
長
い
労
働
時
間
の
割
に
、
そ
れ
に
見

合
う
待
遇
を
整
備
で
き
て
お
ら
ず
、
他
の
雑
務
に
時
間
が
割
か
れ
、
政
策
立
案
な
ど
の
や
り
が
い
の
あ
る
仕
事
に
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
注
入

で
き
な
い
と
い
う
。
結
果
と
し
て
、
仕
事
へ
の
充
足
感
が
得
ら
れ
ず
、
現
役
官
僚
の
離
職
が
増
え
、
キ
ャ
リ
ア
官
僚
の
志
望
者
数
は
減

少
し
て
い
る
。
行
政
機
関
全
体
で
質
の
高
い
人
材
の
確
保
が
急
務
と
な
っ
て
い
る
。
官
尊
民
卑
の
時
代
た
る
明
治
期
を
取
り
扱
う
本
書

か
ら
見
る
と
、
ま
さ
に
隔
世
の
感
が
あ
る
。
ま
た
、
あ
る
学
会
の
討
論
で
は
「
官
僚
が
優
秀
で
あ
る
必
要
が
あ
る
の
か
？
」
と
い
う
コ

メ
ン
ト
を
聞
い
た
。
も
ち
ろ
ん
そ
の
コ
メ
ン
ト
を
し
た
研
究
者
は
、
あ
え
て
そ
の
よ
う
に
挑
発
的
な
問
題
提
起
を
す
る
こ
と
で
議
論
を

盛
り
上
げ
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
が
、
歴
史
学
を
研
究
す
る
筆
者
に
は
、「
質
の
良
い
人
材
を
行
政
機
関
へ
」
と
い
う
近
代
以
降
の
日

本
の
前
提
を
問
い
直
す
よ
う
な
コ
メ
ン
ト
に
思
え
て
な
ら
な
か
っ
た
。
近
代
日
本
官
僚
制
の
整
備
過
程
を
扱
う
本
書
を
繙
く
こ
と
で
行

政
機
関
の
現
状
に
思
い
を
馳
せ
、
現
代
官
僚
制
を
相
対
化
す
る
う
え
で
い
く
ら
か
の
示
唆
を
見
出
し
て
い
た
だ
け
る
と
し
た
ら
、
筆
者

に
と
っ
て
は
望
外
の
幸
せ
で
あ
る
。
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