
書
評
・
紹
介

本
耆
は
、
大
英
図
書
館
が
○
舜
函
曽
里
計
澤
の
編
号
の
も
と
に
保
管
す
る
、
シ
聾
の
旨
の
将
来
に
か
か
る
敦
埋
出
土
ウ
イ
グ
ル
語
仏
教

文
献
の
テ
キ
ス
ト
、
翻
訳
、
注
釈
、
語
彙
集
で
あ
る
。
こ
の
本
体
に
先
行
し
て
、
長
い
解
説
と
本
論
で
扱
わ
れ
た
テ
キ
ス
ト
と
内
容
的
に

関
連
す
る
二
つ
の
文
献
に
つ
い
て
の
研
究
が
添
え
ら
れ
、
全
体
は
参
考
文
献
表
で
締
め
く
く
ら
れ
る
。
こ
の
ウ
ィ
グ
ル
語
文
献
は
、
安
慧

（
陣
巨
国
日
蝕
巳
に
よ
る
「
阿
毘
達
磨
倶
舎
論
実
義
疏
」
（
産
宮
島
日
日
農
○
留
淫
尉
菌
罵
倒
員
く
副
昏
倒
以
下
「
実
義
睦
と
略
す
）
の
漢
訳
本
の

第
一
巻
を
ウ
イ
グ
ル
語
に
訳
し
た
も
の
で
あ
る
。
た
だ
し
漢
訳
本
は
完
存
し
て
お
ら
ず
、
わ
ず
か
に
第
三
巻
の
大
部
分
を
含
む
写
本
と
、

第
一
巻
か
ら
第
五
巻
を
極
端
に
抄
出
し
た
写
本
が
敦
埋
の
蔵
経
洞
か
ら
発
見
さ
れ
て
い
る
。
前
者
は
現
在
北
京
の
国
家
図
書
館
に
架
蔵
さ

れ
（
属
国
孚
北
新
匡
色
）
、
後
者
は
パ
リ
の
囚
巨
。
ｇ
２
屋
の
冒
号
冒
巴
の
が
所
蔵
す
る
（
祠
号
曾
麗
）
。
前
者
は
一
九
九
五
年
に
、
後
者
は

「
大
正
大
蔵
経
」
に
録
文
が
発
表
さ
れ
て
お
り
、
利
用
は
容
易
で
あ
る
。

安
慧
は
六
世
紀
の
人
で
、
「
実
義
疏
」
は
世
親
（
五
世
紀
）
の
「
阿
毘
達
磨
倶
舎
論
」
の
注
釈
言
の
一
つ
で
あ
る
が
、
『
倶
舎
論
」
に
反

駁
を
加
え
た
衆
賢
の
『
阿
毘
達
磨
順
正
理
論
」
を
批
判
し
て
お
り
、
仏
教
学
の
見
地
か
ら
は
非
常
に
重
要
な
位
置
を
占
め
る
と
い
う
。
し

か
し
な
が
ら
、
漢
訳
本
は
部
分
的
に
し
か
伝
存
し
な
い
こ
と
と
、
全
訳
が
存
在
す
る
チ
ベ
ッ
ト
語
訳
が
よ
う
や
く
一
五
世
紀
か
ら
一
六
世

庄
垣
内
正
弘
著
『
ウ
イ
グ
ル
文
ア
ビ
ダ
ル
マ
論
耆
の
文
献
学
的
研
究
」

１
本
害
と
本
書
で
扱
わ
れ
る
資
料
に
つ
い
て

ピ
コ

田

三
に

曲
豆
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二
つ
の
ウ
イ
グ
ル
語
写
本
は
一
一
世
紀
初
め
に
封
蔵
さ
れ
た
敦
埠
の
蔵
経
洞
（
現
在
の
第
一
七
窟
）
で
見
つ
か
っ
て
い
る
が
、
実
際
に
は

蔵
経
洞
の
発
見
者
で
あ
る
王
道
士
が
そ
こ
よ
り
北
に
あ
る
元
朝
期
の
洞
窟
で
入
手
し
た
文
書
で
、
二
次
的
に
蔵
経
洞
に
持
ち
込
ま
れ
た
こ

と
が
羽
田
亨
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
羽
田
は
こ
れ
ら
の
写
本
を
最
初
に
本
格
的
に
研
究
し
概
要
を
明
ら
か
に
し
た
が
、
そ
の
際
、

同
じ
く
元
朝
期
の
窟
で
発
見
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
○
門
隠
届
』
Ｓ
が
至
正
一
○
（
一
三
五
○
）
年
に
書
か
れ
た
と
い
う
奥
書
が
あ
る
こ

と
か
ら
、
こ
れ
ら
の
二
写
本
も
同
じ
頃
の
も
の
で
あ
る
と
推
定
し
て
い
る
。
本
書
の
著
者
の
庄
垣
内
も
、
○
局
由
国
里
試
淫
の
冒
頭
の
書

き
込
み
に
見
え
る
龍
の
年
は
、
一
三
五
○
年
に
近
い
辰
年
で
あ
ろ
う
と
し
て
い
る
。

ウ
イ
グ
ル
語
の
ア
ビ
ダ
ル
マ
文
献
を
研
究
し
て
い
た
百
済
康
義
の
一
連
の
研
究
で
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
と
お
り
、
元
朝
期
ウ
ィ
グ
ル

仏
僧
た
ち
の
教
学
研
究
熱
は
高
く
、
多
く
の
ア
ビ
ダ
ル
マ
文
献
、
阿
含
文
献
の
翻
訳
が
あ
る
（
「
仏
教
学
研
究
」
閉
》
乞
魑
】
唱
腿
‐
ら
。
そ

れ
ら
は
ど
れ
も
漢
文
仏
典
を
直
訳
体
で
翻
訳
し
、
漢
文
原
典
の
漢
字
を
随
所
に
引
用
し
て
、
原
典
と
の
対
照
を
容
易
に
す
る
配
盧
が
な
さ

れ
て
い
る
。
彼
ら
は
む
ろ
ん
梵
語
の
研
究
に
も
励
ん
だ
の
で
あ
り
、
梵
文
の
阿
含
経
典
の
版
本
は
こ
の
時
代
の
そ
の
同
じ
ム
ー
ブ
メ
ン
ト

の
所
産
で
あ
っ
た
ろ
う
（
山
田
龍
城
『
梵
語
仏
典
の
諸
文
献
」
こ
＄
｝
弓
路
‐
欝
出
冒
冨
冨
己
》
配
ミ
ミ
ミ
両
冒
号
冒
ミ
ミ
禺
皀
。
岸
ご
忠
》
弓

紀
初
頭
の
時
期
に
成
立
し
、
し
か
も
基
づ
い
た
梵
本
が
劣
悪
な
写
本
で
あ
っ
た
こ
と
に
よ
り
、
文
意
を
と
り
に
く
い
箇
所
が
散
見
し
解
釈

は
困
難
を
極
め
る
と
い
う
状
況
か
ら
、
漢
訳
か
ら
の
重
訳
と
は
い
え
ウ
イ
グ
ル
語
訳
の
価
値
は
き
わ
め
て
高
い
と
さ
れ
る
。
○
周

隠
岸
ご
計
少
と
と
も
に
発
見
さ
れ
た
ウ
イ
グ
ル
語
写
本
○
局
、
曽
堕
計
団
は
、
『
実
義
疏
」
の
第
四
巻
の
大
部
分
の
翻
訳
で
あ
る
。
ど
ち
ら

も
非
常
に
よ
く
似
た
体
裁
の
冊
子
本
で
あ
る
。
な
お
計
炉
は
『
実
義
疏
」
の
第
一
巻
を
二
つ
の
巻
に
分
け
て
訳
し
て
お
り
、
計
国
で
は

途
中
の
八
四
四
行
目
で
第
七
巻
が
始
ま
る
と
記
さ
れ
て
い
る
。
ウ
イ
グ
ル
語
訳
で
は
漢
文
の
一
巻
を
各
二
巻
に
分
割
し
て
い
た
こ
と
が
知

ら
れ
る
二
羽
田
博
士
史
学
論
文
集
』
下
巻
、
京
都
、
乞
認
も
』
認
参
照
。
著
者
の
や
や
異
な
る
見
解
は
本
書
二
頁
に
見
ら
れ
る
。
）
な
お
ラ
サ
で

見
つ
か
っ
た
梵
本
に
つ
い
て
は
近
年
大
谷
大
学
で
輪
読
会
が
行
わ
れ
て
い
る
と
聞
く
。
早
い
時
期
に
成
果
が
発
表
さ
れ
る
こ
と
を
期
待
す

る
、
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ｇ
印
届
）
。
計
鈩
と
計
国
は
当
時
の
ウ
ィ
グ
ル
人
に
よ
る
教
学
研
究
の
息
吹
を
伝
え
る
最
大
の
文
献
で
あ
る
。
そ
れ
に
し
て
も
『
実
義
疏
』

の
漢
文
原
典
は
、
な
ぜ
入
蔵
さ
れ
な
か
っ
た
の
か
。
桜
部
は
玄
英
が
翻
訳
し
た
が
未
完
に
終
わ
っ
た
可
能
性
も
指
摘
す
る
二
中
外
日
報
」

ら
宮
め
巴
。
一
方
百
済
は
、
敦
埠
出
土
の
漢
訳
仏
典
に
中
原
未
伝
の
も
の
が
見
つ
か
る
こ
と
を
あ
げ
て
、
『
実
義
疏
」
も
西
域
で
翻
訳
さ

れ
中
原
に
伝
わ
ら
な
か
っ
た
可
能
性
を
指
摘
す
る
（
罰
度
学
仏
教
学
研
究
」
暗
Ｐ
こ
ぎ
も
認
）
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
蔵
経
洞
で
見
つ
か

っ
た
漢
文
写
本
は
唐
末
頃
の
写
本
で
あ
る
と
い
う
か
ら
、
漢
訳
は
そ
の
頃
ま
で
に
成
立
し
て
お
り
、
そ
の
後
元
朝
期
ま
で
は
伝
存
し
て
い

た
の
で
あ
る
。
ア
ビ
ダ
ル
マ
関
連
の
文
献
の
ウ
イ
グ
ル
語
訳
に
は
、
漢
訳
か
ら
の
重
訳
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
な
の
に
、
現
在
我
々
が
見

る
こ
と
が
で
き
る
一
切
経
類
に
入
蔵
し
て
い
な
い
も
の
が
他
に
も
存
在
す
る
こ
と
は
注
目
さ
れ
る
。
庄
垣
内
が
本
書
の
第
二
章
で
扱
っ
て

い
る
、
二
種
類
の
ア
ビ
ダ
ル
マ
関
連
の
文
献
は
そ
の
よ
う
な
例
で
あ
る
。

以
上
、
本
書
で
扱
わ
れ
た
資
料
の
時
代
や
仏
教
学
に
お
け
る
位
置
づ
け
に
つ
い
て
簡
単
に
説
明
し
た
。
本
書
は
、
一
九
九
一
Ｉ
九
三
年

に
「
阿
毘
達
磨
倶
舎
論
実
義
疏
の
研
究
」
Ｉ
～
Ⅲ
と
し
て
発
表
さ
れ
た
著
書
の
Ｉ
の
全
体
と
Ⅱ
に
収
録
さ
れ
た
語
彙
集
に
大
幅
な
改
訂
を

加
え
た
増
訂
版
で
あ
る
。
ち
な
み
に
Ｉ
は
Ｏ
Ｈ
駕
］
里
酬
醇
の
テ
キ
ス
ト
と
翻
訳
、
Ⅱ
は
計
切
の
テ
キ
ス
ト
と
翻
訳
お
よ
び
計
崖
と

計
団
の
語
彙
を
含
ん
で
い
た
。
Ⅲ
は
両
者
の
写
真
版
で
あ
る
。
旧
著
は
上
で
述
べ
た
よ
う
な
仏
教
学
上
の
重
要
性
か
ら
、
ウ
イ
グ
ル
語

学
者
だ
け
で
な
く
仏
教
学
者
の
注
目
を
集
め
、
評
者
が
把
握
し
て
い
る
限
り
で
も
以
下
の
よ
う
な
書
評
や
紹
介
が
発
表
さ
れ
て
い
る
吐
桜

部
建
『
中
外
日
報
」
（
一
九
九
一
年
六
且
一
八
日
一
同
年
九
月
五
日
）
、
福
田
琢
『
仏
教
学
セ
ミ
ナ
ー
」
農
）
尼
閏
》
層
侭
岸
ｇ
〕
同
『
史
学
雑

誌
」
』
ｇ
ぶ
》
ら
程
》
層
窟
‐
Ｓ
Ｅ
武
内
紹
人
更
学
雑
誌
」
」
ｓ
Ｐ
ら
弱
》
弓
」
誤
‐
閏
魚
宛
ｇ
３
ｏ
目
》
尽
胃
宵
冒
侭
冒
胃
＆
面
》

尼
ｇ
》
弓
＆
忠
‐
窓
こ
れ
ら
の
書
評
に
於
い
て
仏
教
学
者
た
ち
は
、
と
り
わ
け
本
資
料
の
ア
ビ
ダ
ル
マ
研
究
に
お
け
る
価
値
を
絶
賛
し
、

チ
ベ
ッ
ト
語
訳
と
の
相
違
に
つ
い
て
注
目
し
て
詳
説
し
て
い
る
。
そ
れ
ら
は
増
訂
版
で
あ
る
本
書
に
も
そ
の
ま
ま
あ
て
は
ま
る
の
で
、
こ

こ
で
は
彼
ら
の
評
価
の
一
端
を
一
部
引
用
し
て
お
く
芸
：
．
…
興
味
深
い
問
題
の
多
い
こ
の
特
異
な
言
語
に
よ
る
特
殊
な
論
典
を
読
み
や

す
い
形
で
提
示
さ
れ
る
に
至
っ
た
著
者
の
多
年
の
研
精
に
深
い
敬
意
と
感
謝
の
念
を
表
明
す
る
。
…
…
こ
の
害
の
出
現
は
さ
ら
に
そ
れ
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（
Ⅱ
チ
ベ
ッ
ト
語
訳
「
実
義
疏
』
の
研
究
率
評
者
）
に
刺
激
を
与
え
、
ア
ビ
ダ
ル
マ
研
究
全
般
の
進
展
に
資
す
る
こ
と
を
確
信
す
る
。
」
（
桜

部
）
当
以
上
の
よ
う
に
『
実
義
疏
」
は
、
そ
の
重
要
性
が
知
ら
れ
て
い
な
が
ら
、
現
存
テ
ク
ス
ト
の
不
備
ゆ
え
に
十
分
な
研
究
が
ま
ま
な

ら
ず
、
…
．
：
こ
の
よ
う
な
状
況
を
考
慮
す
れ
ば
．
：
…
敦
埋
本
ウ
イ
グ
ル
文
『
実
義
疏
」
の
持
つ
資
料
的
価
値
の
高
さ
は
自
ず
と
明
ら
か
で

あ
ろ
う
。
と
は
言
う
も
の
の
、
ほ
と
ん
ど
の
仏
教
学
者
に
と
っ
て
、
ウ
イ
グ
ル
語
文
献
は
未
知
の
領
域
で
あ
る
。
」
（
福
田
后
巴
も
謡
）

「
本
研
究
の
登
場
に
よ
っ
て
、
仏
教
文
献
学
は
チ
ベ
ッ
ト
訳
『
実
義
疏
』
の
さ
ら
な
る
研
究
の
必
要
を
痛
感
す
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
」
（
福

田
ら
程
も
忠
）
》
の
ロ
○
ぬ
巴
８
②
両
」
ご
○
ご
尉
言
日
ロ
呉
①
品
屋
言
ｍ
ｐ
ｐ
ｇ
笥
腎
①
‐
ず
四
目
胴
の
胆
①
ロ
言
普
《
侭
①
ロ
の
国
豈
旦
○
閏
司
○
園
○
ず
ｐ
ｐ
ｍ
‐
旨
両
日
○
℃
四

日
ｏ
匡
日
四
○
与
冑
鴨
弓
の
印
の
ロ
…
弓
胃
冨
馬
昌
の
目
の
甘
の
ｍ
巳
匡
の
切
煙
田
切
彦
Ｈ
言
の
営
閂
彦
胃
の
ａ
の
聾
巨
昌
の
口
目
ｇ
①
②
の
白
目
①
凶
〕
烏
儘
目
Ｈ
ｇ

、
の
旨
の
冒
与
号
閏
四
口
。
犀
胃
呂
の
ゞ
口
榿
日
尉
目
①
三
日
扇
Ｈ
ｇ
ｇ
ゞ
四
巨
侭
の
言
閏
目
弓
の
ａ
の
口
宮
口
ロ
（
”
ｇ
号
○
日
》
弓
腿
中
巴
ゞ

著
者
の
庄
垣
内
は
、
内
外
に
そ
の
名
を
知
ら
れ
た
ウ
イ
グ
ル
語
文
献
学
者
で
あ
る
。
言
語
学
の
立
場
か
ら
ウ
イ
グ
ル
語
文
献
を
解
明
す

る
ユ
ニ
ー
ク
な
手
法
で
多
数
の
研
究
成
果
を
公
表
し
て
お
り
、
文
字
通
り
世
界
の
第
一
人
者
と
な
っ
て
い
る
こ
と
は
周
知
の
事
柄
で
あ
る

こ
の
分
野
で
の
研
究
の
処
女
作
と
な
っ
た
の
は
上
述
の
○
鄙
駕
届
ご
ｇ
に
関
す
る
研
究
で
、
一
九
七
四
年
に
発
表
さ
れ
た
。
そ
の
後
も

○
扇
函
巴
里
計
崔
に
付
属
す
る
二
○
葉
ほ
ど
か
ら
な
る
別
の
冊
子
本
に
つ
い
て
の
研
究
な
ど
、
精
力
的
に
ウ
イ
グ
ル
仏
典
、
と
り
わ
け
元

朝
期
の
文
献
の
言
語
学
的
研
究
を
す
す
め
て
い
る
。
「
実
義
疏
」
の
翻
訳
で
あ
る
計
シ
と
国
は
両
者
を
合
わ
せ
る
と
七
○
○
○
行
を
越

え
、
数
多
い
ウ
イ
グ
ル
語
文
献
の
な
か
で
も
最
大
規
模
を
誇
る
。
ウ
ィ
グ
ル
語
の
言
語
学
的
研
究
に
と
っ
て
絶
対
不
可
欠
で
あ
る
と
の
認

識
の
も
と
、
庄
垣
内
は
本
資
料
に
つ
い
て
着
実
な
研
究
を
重
ね
て
い
た
。
ち
な
み
に
こ
の
二
○
葉
ほ
ど
の
別
冊
子
は
羽
田
亨
が
、
『
実
義

疏
」
に
属
す
る
も
の
と
信
じ
て
い
た
が
、
実
際
に
は
別
の
仏
教
説
話
で
あ
る
こ
と
を
、
庄
垣
内
が
世
界
に
先
駆
け
明
ら
か
に
し
て
い
た
の

旧
著
は
そ
れ
ま
で
二
○
年
ほ
ど
の
期
間
の
研
究
の
集
大
成
と
し
て
発
表
し
た
大
作
で
あ
る
。
漢
文
の
構
文
を
摸
し
た
特
異
な
語
順
で
、

稀
少
の
語
彙
を
交
え
な
が
ら
、
し
か
も
極
端
な
草
書
体
で
書
か
れ
た
七
○
○
○
行
を
超
え
る
本
資
料
の
全
文
の
解
読
は
、
著
者
を
お
い
て

疏
」
に
属
圭

で
あ
っ
た
。
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著
者
に
と
り
わ
け
改
訂
の
必
要
を
感
じ
さ
せ
た
も
の
は
、
こ
の
間
に
引
醇
と
重
な
る
部
分
を
有
す
る
別
写
本
（
本
書
で
は
甘
粛
本
と
呼

ば
れ
る
）
が
中
国
で
発
見
さ
れ
た
こ
と
と
、
『
実
義
疏
」
が
注
釈
を
施
し
て
い
る
『
阿
毘
達
磨
倶
舎
論
」
そ
の
も
の
の
ウ
イ
グ
ル
語
訳
が

研
究
可
能
に
な
っ
た
こ
と
で
あ
っ
た
と
い
う
。
後
者
は
ヘ
デ
ィ
ン
の
収
集
品
で
現
在
ス
ト
ッ
ク
ホ
ル
ム
の
民
俗
学
博
物
館
が
所
蔵
し
て
い

る
。
計
醇
の
本
文
に
は
多
く
の
訂
正
が
認
め
ら
れ
、
旧
著
で
は
訂
正
さ
れ
た
文
を
本
文
と
し
、
訂
正
前
の
文
を
注
釈
に
あ
げ
て
い
た
。

し
か
る
に
甘
粛
本
の
テ
キ
ス
ト
は
む
し
ろ
訂
正
前
の
本
文
と
一
致
し
、
当
初
訂
正
と
考
え
て
い
た
の
は
、
必
ず
し
も
訂
正
で
は
な
い
こ
と

が
判
明
し
た
。
そ
れ
故
今
回
は
、
本
来
の
本
文
を
テ
キ
ス
ト
と
し
て
掲
げ
そ
れ
の
翻
訳
を
提
出
す
る
こ
と
に
し
た
。
そ
し
て
訂
正
と
考
え

て
い
た
部
分
を
注
釈
で
扱
っ
た
。
ま
た
『
倶
舎
論
』
そ
の
も
の
の
ウ
イ
グ
ル
語
訳
の
存
在
は
、
漢
文
原
典
と
の
対
照
を
可
能
に
し
、
翻
訳

に
使
わ
れ
た
多
く
の
ウ
イ
グ
ル
語
の
単
語
が
、
ど
の
よ
う
な
漢
語
に
対
応
し
て
い
る
か
が
以
前
に
も
増
し
て
明
ら
か
に
な
っ
た
。
そ
れ
に

よ
っ
て
対
照
す
べ
き
原
典
が
残
っ
て
い
な
い
部
分
を
翻
訳
す
る
場
合
に
も
、
対
応
す
る
漢
語
を
特
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
り
、

遙
か
に
正
確
な
訳
文
を
作
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
。

は
な
し
得
な
い
偉
業
と
し
て
極
め
て
高
い
評
価
を
得
て
い
た
。
上
に
引
用
し
た
宛
９
号
○
日
の
耆
評
の
一
節
で
も
、
旧
著
の
よ
う
な
研
究

は
ョ
－
ロ
ッ
パ
で
は
不
可
能
で
あ
ろ
う
と
明
言
さ
れ
て
い
る
。
自
習
嵐
吻
＆
園
ミ
ミ
ミ
冨
３
の
著
者
で
あ
り
、
ョ
－
ロ
ッ
パ
の
第
一
線
で

ウ
イ
グ
ル
語
文
献
研
究
を
リ
ー
ド
し
て
き
た
研
究
者
の
言
葉
で
あ
る
。
し
か
し
著
者
の
た
ゆ
ま
ぬ
改
善
の
努
力
と
、
こ
の
間
に
新
た
に
発

見
さ
れ
た
、
あ
る
い
は
入
手
可
能
に
な
っ
た
資
料
は
、
著
者
に
旧
著
の
改
訂
の
必
要
性
を
強
く
認
識
さ
せ
た
。
か
く
し
て
刊
行
後
一
五
年

を
経
た
昨
年
、
大
幅
な
改
訂
と
増
広
を
施
し
て
成
っ
た
の
が
本
書
で
あ
る
。
著
者
の
不
断
の
精
進
に
は
脱
帽
す
る
。
Ｂ
５
版
で
七
五
○
頁

に
も
な
る
本
耆
に
は
し
か
し
、
計
団
の
テ
キ
ス
ト
と
翻
訳
は
含
ま
れ
て
い
な
い
・
著
者
に
よ
れ
ば
引
田
の
研
究
は
い
ま
だ
改
訂
の
必
要

が
な
い
と
い
う
。
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２
，
１
解
説
篇

冒
頭
（
喝
』
‐
巴
で
、
『
実
義
疏
」
も
含
め
て
ウ
イ
グ
ル
語
で
残
さ
れ
て
い
る
ア
ビ
ダ
ル
マ
論
言
を
リ
ス
ト
し
、
全
文
を
訳
し
た
も
の

と
抜
粋
訳
の
二
種
類
が
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
す
べ
て
元
朝
期
の
写
本
で
、
多
く
の
場
合
「
実
義
疏
」
同
様
漢
字
を
挿
入
し
て
い
る

と
い
う
。
百
済
は
か
っ
て
同
様
の
リ
ス
ト
（
「
仏
教
学
研
究
』
銘
》
后
圏
も
巴
を
作
っ
て
い
る
の
で
両
者
を
比
較
す
る
と
、
本
書
の
リ
ス
ト

に
は
『
阿
毘
達
磨
倶
舎
論
」
の
翻
訳
と
さ
れ
る
○
て
ご
＄
ｇ
が
見
え
な
い
。
ロ
ン
ド
ン
に
は
現
在
の
鵲
匡
の
編
号
の
も
と
に
、
引
鈩
が

本
来
封
入
さ
れ
て
い
た
紙
袋
が
保
管
し
て
あ
る
。
漢
文
仏
典
の
反
故
を
使
っ
て
作
っ
た
袋
で
、
外
側
に
「
［
］
磨
倶
舎
論
実
義
疏
巻
第

こ
と
あ
る
（
森
安
孝
夫
『
東
方
学
』
＄
》
９
９
も
岸
隠
参
照
）
。
手
元
に
メ
モ
が
な
い
の
で
怪
し
い
が
、
ウ
イ
グ
ル
語
も
書
い
て
あ
っ
た
よ

う
に
思
う
。
こ
の
情
報
も
付
け
加
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
小
断
片
で
は
あ
る
が
、
プ
ラ
ー
フ
ミ
ー
文
字
表
記
の
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
と
ウ

イ
グ
ル
語
の
バ
イ
リ
ン
ガ
ル
の
『
倶
舎
論
」
も
仏
教
学
者
に
は
注
目
さ
れ
よ
う
、
良
口
巨
“
ロ
の
ゞ
陰
ミ
ミ
§
、
尽
冨
易
き
鴬
曾
日
田
旨
）

の
庁
ロ
ヰ
ｍ
ｍ
Ｈ
計
》
』
の
＠
回
己
己
司
昌
ｌ
司
興
而
匿
討
娼
函
。

続
く
第
一
章
（
唱
甲
屋
ら
は
ウ
ィ
グ
ル
語
訳
『
実
義
疏
」
の
解
説
で
、
一
三
○
頁
余
り
に
わ
た
り
長
大
で
あ
る
。
旧
著
に
あ
っ
た
短

い
解
説
を
増
広
し
て
あ
り
、
四
つ
の
節
に
分
か
れ
て
い
る
。
第
一
節
（
弓
也
‐
ｇ
）
は
ロ
ン
ド
ン
本
の
解
説
で
、
出
土
場
所
、
体
裁
、
奥

書
、
『
実
義
疏
」
の
ウ
イ
グ
ル
名
が
論
じ
ら
れ
た
後
、
内
容
面
の
検
討
に
入
る
。
ま
ず
ウ
イ
グ
ル
語
版
と
チ
ベ
ッ
ト
語
（
お
よ
び
そ
こ
か
ら

の
重
訳
で
あ
る
モ
ン
ゴ
ル
語
版
）
と
の
比
較
で
あ
る
。
こ
れ
は
福
田
が
旧
著
の
耆
評
に
於
い
て
す
で
に
試
み
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
は
る
か

に
詳
し
く
行
わ
れ
る
。
ウ
イ
グ
ル
語
訳
（
及
び
そ
の
直
接
の
原
典
で
あ
る
漢
訳
）
が
、
多
く
の
点
で
チ
ベ
ッ
ト
語
訳
よ
り
増
広
さ
れ
て
い
る

以
下
で
は
本
耆
の
内
容
を
簡
単
に
紹
介
し
、
評
者
が
気
づ
い
た
点
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。

２
本
書
の
内
容
と
注
意
す
べ
き
点
な
ど
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だ
け
で
な
く
、
内
容
を
理
解
し
や
す
く
す
る
た
め
に
問
答
体
に
改
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
る
。
現
在
残
さ
れ
た
漢
訳
の
第
三
巻

で
見
る
と
、
後
者
の
特
徴
は
漢
文
原
典
が
既
に
備
え
て
い
た
と
理
解
さ
れ
る
が
、
ウ
イ
グ
ル
語
訳
す
る
と
き
さ
ら
に
独
自
に
こ
の
手
法
を

適
用
し
て
い
た
可
能
性
も
指
摘
さ
れ
る
。
か
つ
て
桜
部
は
漢
訳
の
第
三
巻
が
発
見
さ
れ
る
以
前
、
パ
リ
の
抄
本
の
冒
頭
に
あ
る
「
惣
二
萬

八
千
偶
」
に
関
し
て
、
現
存
す
る
チ
ベ
ッ
ト
訳
の
分
量
が
ほ
ぼ
そ
れ
に
対
応
す
る
と
い
う
見
解
を
述
べ
て
い
る
（
三
蔵
』
己
吸
乞
計
》
や

患
）
。
漢
訳
が
チ
ベ
ッ
ト
訳
よ
り
浩
渤
で
あ
る
こ
と
が
事
実
な
ら
、
漢
訳
の
方
が
原
典
を
増
広
し
て
い
る
と
理
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
第

三
巻
が
発
見
さ
れ
た
現
在
、
チ
ベ
ッ
ト
語
訳
と
漢
訳
を
直
接
照
合
す
る
こ
と
こ
そ
が
急
務
で
あ
る
。

次
に
パ
リ
の
抄
本
と
の
比
較
に
於
い
て
、
著
者
は
ウ
イ
グ
ル
語
訳
に
対
応
す
る
部
分
が
あ
る
こ
と
や
第
三
巻
の
漢
訳
と
の
対
照
か
ら
、

抄
本
が
確
か
に
か
つ
て
存
在
し
た
『
実
義
疏
」
か
ら
抜
き
書
き
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
桜
部
の
指
摘
を
確
認
し
て
い
る
。
こ
こ
で
は

旧
著
に
対
す
る
桜
部
の
貴
重
な
指
摘
が
顧
慮
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
は
残
念
で
あ
る
。
旧
著
の
紹
介
文
に
お
い
て
桜
部
は
、
抄
本
の
作
者
の

書
き
加
え
の
可
能
性
を
指
摘
し
つ
つ
、
抄
本
の
計
少
菖
闇
中
田
謡
に
対
応
す
る
箇
所
が
、
庄
垣
内
の
考
え
た
部
分
と
異
な
る
こ
と
を
指

摘
し
て
い
た
。
さ
ら
に
桜
部
は
、
計
醇
の
巳
＄
‐
巳
臨
に
対
応
す
る
部
分
が
抄
本
に
は
確
認
で
き
る
こ
と
、
し
か
も
そ
れ
は
偶
頌
に
な

っ
て
い
る
こ
と
を
発
見
し
て
い
る
が
、
そ
の
情
報
も
顧
慮
さ
れ
て
い
な
い
。
パ
リ
の
抄
本
は
く
ず
し
た
漢
字
で
乱
雑
に
書
か
れ
て
お
り
、

原
文
を
引
用
す
る
際
は
『
大
正
大
蔵
経
」
に
収
録
さ
れ
た
テ
キ
ス
ト
を
写
真
版
に
よ
り
チ
ェ
ッ
ク
す
る
必
要
が
あ
る
。
例
え
ば
本
書
三
三

頁
で
引
用
さ
れ
て
い
る
原
文
の
「
嘗
以
語
業
」
は
「
常
以
語
業
」
、
「
困
捕
魚
次
」
は
「
因
捕
魚
次
」
と
耆
か
れ
て
い
る
。

計
崖
に
は
、
特
に
前
半
部
に
多
く
の
訂
正
が
施
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ら
は
、
「
＋
」
記
号
に
よ
る
挿
入
、
「
卜
」
に
よ
る
削
除
、
「
○
」

に
よ
る
取
り
替
え
で
あ
る
。
こ
の
訂
正
の
性
質
に
つ
い
て
も
著
者
は
詳
し
く
論
じ
て
い
る
。
著
者
に
よ
れ
ば
「
倶
舎
論
」
か
ら
の
引
用
部

分
で
は
、
原
文
と
対
照
し
て
行
わ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
を
除
く
部
分
で
は
、
「
順
正
論
」
や
『
実
義
疏
」
の
原
文
を
対
照
し
て
い
な
か
っ

た
と
い
う
。
こ
の
部
分
で
は
、
］
両
屈
員
に
よ
る
ウ
イ
グ
ル
語
仏
典
写
本
の
校
正
方
法
に
付
い
て
の
論
文
が
参
考
に
な
る
、
ｇ

筐
ミ
ミ
ミ
ミ
、
３
》
‐
ミ
ミ
鴇
薯
ら
》
乞
褐
》
弓
畠
甲
程
。
庄
垣
内
は
三
種
類
の
訂
正
を
等
し
く
訂
正
と
呼
ぶ
が
、
屈
昌
は
司
鼠
に
添
え
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ら
れ
た
こ
○
葉
の
冊
子
本
に
つ
い
て
調
査
し
、
「
＋
」
と
「
卜
」
は
確
か
に
校
正
記
号
だ
が
、
「
○
」
は
そ
う
で
は
な
く
言
い
換
え
な
い
し

意
味
の
補
足
だ
と
い
う
。
実
際
庄
垣
内
の
説
明
を
詳
し
く
読
め
ば
、
層
昌
の
説
明
が
正
し
い
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
ひ
る
が
え
っ
て
、

旧
著
で
は
こ
の
言
い
換
え
及
び
意
味
の
補
足
部
分
を
本
文
と
し
て
掲
げ
て
い
た
の
で
あ
っ
た
か
ら
、
か
え
す
が
え
す
も
今
回
の
処
置
が
当

を
得
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
「
○
」
に
よ
る
補
足
・
言
い
換
え
に
つ
い
て
は
下
記
の
翻
訳
の
項
も
参
照
さ
れ
た
い
。
第
一
節
の

最
後
に
は
、
ウ
イ
グ
ル
語
訳
に
未
訂
正
の
ま
ま
残
っ
た
誤
訳
や
誤
写
が
示
さ
れ
る
。

第
二
節
（
君
ｇ
‐
駅
）
は
中
国
で
近
年
発
見
さ
れ
た
「
実
義
疏
」
の
ウ
イ
グ
ル
語
訳
が
扱
わ
れ
る
。
ま
ず
最
初
に
甘
粛
本
と
ロ
ン
ド
ン

本
の
比
較
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
甘
粛
本
は
著
者
の
言
う
「
訂
正
」
前
の
ロ
ン
ド
ン
本
と
よ
く
一
致
し
、
基
本
的
に
同
じ
ウ
イ
グ
ル
語
祖

本
に
さ
か
の
ぼ
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
見
い
だ
さ
れ
る
若
干
の
相
違
か
ら
判
断
し
て
一
方
が
他
方
を
書
写
し
た
も
の
で
は
な
い
と
い
う
。

一
方
、
敦
埠
の
北
区
石
窟
で
新
た
に
見
つ
か
っ
た
貝
葉
三
点
は
、
『
実
義
疏
」
第
一
巻
の
ウ
イ
グ
ル
語
訳
の
抜
粋
文
を
つ
な
ぎ
合
わ
せ
た

形
式
の
写
本
が
二
点
、
第
二
巻
の
（
抜
粋
で
は
な
い
連
続
し
た
）
訳
が
一
点
で
あ
る
。
前
者
は
ロ
ン
ド
ン
本
に
対
応
す
る
箇
所
が
あ
り
、
抜

粋
の
あ
り
方
や
翻
訳
の
異
同
が
判
明
す
る
。
抜
粋
訳
さ
れ
て
い
る
ウ
イ
グ
ル
文
は
ロ
ン
ド
ン
本
に
比
し
て
漢
文
を
擬
し
た
語
順
や
訳
語
の

選
択
な
ど
で
一
致
す
る
部
分
も
多
い
が
、
そ
の
実
、
相
当
に
相
違
し
、
両
者
は
独
立
し
た
翻
訳
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
擬
漢
構
文
に
よ

る
翻
訳
方
法
が
訳
者
ご
と
に
異
な
り
な
が
ら
も
、
機
械
的
な
翻
訳
方
法
が
あ
る
程
度
確
立
し
て
い
た
こ
と
を
示
す
だ
ろ
う
。
第
二
巻
の
訳

は
ロ
ン
ド
ン
本
に
対
応
が
な
く
、
同
じ
翻
訳
祖
本
に
さ
か
の
ぼ
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
著
者
に
よ
る
議
論
は
な
い
。
た
だ
冒
頭
で
説
明
し

た
よ
う
に
ロ
ン
ド
ン
本
（
及
び
甘
粛
本
）
は
漢
文
原
典
の
一
巻
分
を
二
巻
に
分
巻
し
て
い
る
が
、
敦
埋
北
区
本
に
残
さ
れ
た
丁
付
か
ら
は

そ
れ
が
確
認
さ
れ
な
い
の
で
、
こ
れ
も
や
は
り
独
立
し
た
翻
訳
で
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

第
三
節
は
一
頁
合
忠
）
で
、
「
倶
舎
論
」
と
漢
訳
『
実
義
疏
」
お
よ
び
ウ
イ
グ
ル
語
訳
『
実
義
疏
」
の
対
応
関
係
の
表
を
提
示
す
る
。

漢
訳
『
実
義
疏
』
の
最
初
の
四
巻
の
内
の
ど
れ
ほ
ど
が
ウ
イ
グ
ル
語
訳
で
残
っ
て
い
る
か
が
一
目
瞭
然
に
な
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

第
四
節
（
唱
電
‐
屋
ら
は
、
言
語
に
つ
い
て
の
分
析
で
あ
る
。
文
字
、
音
韻
と
形
態
、
仏
教
術
語
、
構
文
、
漢
字
の
訓
読
と
漢
文
の
訓

月ワ
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読
が
テ
ー
マ
と
な
っ
て
い
る
。
著
者
の
積
年
の
研
究
が
集
約
さ
れ
て
い
て
壮
観
で
あ
る
。
文
字
の
項
で
は
、
音
素
、
ミ
ミ
ミ
と
文
字
素

室
》
豆
の
対
応
に
つ
い
て
著
者
の
見
解
が
述
べ
ら
れ
る
。
豆
と
三
の
混
用
は
特
に
後
期
の
ウ
ィ
グ
ル
語
文
献
に
於
い
て
顕
著
で
、

ウ
イ
グ
ル
語
文
献
言
語
学
の
難
問
中
の
難
問
で
あ
る
。
著
者
は
先
行
研
究
は
敢
え
て
無
視
し
て
批
判
せ
ず
、
有
声
無
声
の
対
立
を
持
た
な

い
漢
語
の
影
響
、
モ
ン
ゴ
ル
語
の
言
記
法
の
影
響
、
文
字
の
形
式
上
の
混
同
を
避
け
る
配
慮
を
混
用
の
背
景
と
し
て
考
察
す
る
。
こ
の
う

ち
漢
語
の
影
響
は
排
除
さ
れ
る
が
、
他
の
二
つ
に
つ
い
て
も
決
定
的
と
は
言
え
ず
、
難
問
は
今
な
お
未
解
決
で
あ
る
ら
し
い
。
な
お
文
字

］
と
く
の
語
中
で
の
区
別
に
つ
い
て
、
後
期
の
ウ
イ
グ
ル
文
献
で
消
失
し
た
よ
う
に
著
者
は
書
い
て
い
る
。
確
か
に
古
い
ウ
ィ
グ
ル
語
文

献
に
は
両
者
を
区
別
す
る
も
の
が
あ
る
が
（
庄
垣
内
同
陸
ア
ジ
ア
言
語
の
研
究
』
２
も
己
と
‐
畠
参
照
）
、
一
方
で
ウ
ィ
グ
ル
文
字
の
祖
で
あ

る
草
書
体
の
ソ
グ
ド
文
字
に
は
既
に
目
と
更
Ⅱ
く
）
は
区
別
が
な
く
な
っ
て
い
る
も
の
も
あ
っ
た
の
で
、
事
態
は
複
雑
で
あ
る
。
こ
の
問

題
は
今
後
と
も
考
究
す
べ
き
問
題
で
あ
ろ
う
。

音
韻
と
形
態
の
項
で
は
、
ウ
イ
グ
ル
文
「
実
義
疏
」
の
音
韻
・
形
態
は
伝
統
的
な
ウ
イ
グ
ル
文
語
と
変
わ
ら
な
い
こ
と
が
指
摘
さ
れ
、

そ
の
上
で
幾
つ
か
の
珍
し
い
語
形
を
あ
げ
て
解
説
す
る
。
そ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
後
期
ウ
イ
グ
ル
語
の
特
徴
で
あ
る
と
い
う
。
た
だ
し

「
脳
」
を
意
味
す
る
目
冒
だ
け
は
そ
の
限
り
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
言
語
学
的
に
極
め
て
興
味
深
い
の
は
、
ペ
ル
シ
ア
語
の
並
列
の
接
続

訶
巨
ゞ
四
且
ゞ
か
ら
の
借
用
語
が
、
計
醒
と
計
国
で
四
例
在
証
さ
れ
る
と
い
う
指
摘
と
、
ウ
イ
グ
ル
語
の
＆
「
時
間
」
に
モ
ン
ゴ
ル
語
の

複
数
接
辞
を
付
加
し
た
＆
具
「
し
ば
し
ば
」
が
同
じ
く
両
写
本
で
五
例
見
ら
れ
る
と
い
う
指
摘
で
あ
る
。
言
語
接
触
に
お
い
て
、
文
法

的
な
形
態
素
が
借
用
さ
れ
る
こ
と
は
あ
る
程
度
密
接
な
接
触
を
示
唆
す
る
の
で
、
他
に
も
借
用
さ
れ
た
類
例
が
な
い
か
を
探
す
と
と
も
に
、

他
の
説
明
が
で
き
な
い
か
も
調
べ
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
た
と
え
ば
注
妬
で
、
同
じ
よ
う
に
接
続
訶
匡
が
見
ら
れ
る
例
と
し
て
言
及
す
る

大
谷
資
料
胃
ご
忠
の
よ
う
な
世
俗
文
書
で
は
、
庄
垣
内
が
崖
と
読
む
文
字
は
己
で
あ
っ
て
、
動
詞
冨
儲
Ⅱ
胃
再
‐
「
与
え
る
」
の
略
号

で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
（
松
井
太
「
内
陸
ア
ジ
ア
言
語
の
研
究
』
旨
員
乞
麗
￥
弓
患
‐
合
参
照
）
。
著
者
の
翻
訳
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う

に
涯
誤
弱
は
煙
且
の
意
味
で
解
釈
し
に
く
い
文
脈
で
あ
る
一
方
で
、
問
題
の
文
字
の
直
後
に
は
同
じ
形
の
文
字
も
で
始
ま
る
語
が
続
い

ｏ
ｎ

一
‐
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仏
教
術
語
で
は
、
漢
語
の
透
写
語
的
な
用
語
の
説
明
に
続
い
て
、
漢
語
か
ら
音
借
用
さ
れ
た
語
彙
の
説
明
が
な
さ
れ
る
。
定
着
し
た
借

用
語
以
外
は
、
基
本
的
に
ウ
イ
グ
ル
字
音
で
導
入
さ
れ
て
い
る
と
い
う
。
こ
の
ウ
イ
グ
ル
字
音
資
料
こ
そ
は
一
九
九
六
年
以
来
著
者
が
精

力
的
に
研
究
し
て
き
た
所
で
あ
り
、
他
の
研
究
者
の
追
随
を
許
さ
な
い
、
ま
さ
に
自
家
薬
籠
中
の
研
究
テ
ー
マ
で
あ
る
。
ち
な
み
に
漢
語

の
匝
母
（
さ
‐
）
は
、
唐
代
に
は
無
声
化
し
、
ウ
イ
グ
ル
字
音
で
は
無
声
音
で
導
入
さ
れ
た
。
そ
の
こ
と
は
庄
垣
内
宮
シ
ア
所
蔵
ウ
イ
グ

ル
語
文
献
の
研
究
』
９
９
も
．
ざ
で
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
通
り
で
あ
り
、
「
含
」
と
「
合
」
は
茜
日
当
号
で
は
な
く
冠
目
追
号
と
転
写

さ
れ
る
。
著
者
が
例
外
的
で
あ
る
と
す
る
「
八
」
ｑ
閂
の
初
頭
音
を
、
評
者
が
ご
胃
同
の
冒
○
‐
目
瞥
日
さ
禺
日
と
呼
ぶ
こ
と
に
つ
い
て
は

拙
槁
『
ア
ジ
ア
言
語
論
叢
」
３
、
己
忠
も
当
参
照
。

サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
か
ら
の
借
用
形
式
に
つ
い
て
も
、
庄
垣
内
は
一
九
七
八
年
に
発
表
し
た
画
期
的
な
論
文
で
、
ウ
イ
グ
ル
語
仏
典
に
見

ら
れ
る
イ
ン
ド
語
か
ら
借
用
さ
れ
た
仏
教
用
語
の
多
く
は
、
ト
カ
ラ
語
を
経
由
し
て
導
入
さ
れ
た
こ
と
を
論
じ
た
。
今
や
学
界
の
定
説
と

し
て
、
ウ
イ
グ
ル
仏
教
の
成
立
を
論
じ
る
文
脈
で
も
引
用
さ
れ
る
。
ト
カ
ラ
語
に
導
入
さ
れ
定
着
し
た
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
の
形
式
と
一
致

す
る
ウ
ィ
グ
ル
語
の
術
語
が
、
語
尾
に
よ
っ
て
分
類
さ
れ
列
挙
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
梵
語
の
の
ｇ
昌
冨
に
由
来
す
る
ト
ヵ
ラ
語
、

形
砦
冨
骨
か
ら
借
用
さ
れ
た
巴
冒
目
の
よ
う
な
形
式
に
も
言
及
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
（
三
ｇ
ｏ
彊
冒
》
農
自
習
日
旨
昏
の
目
８
。
邑
冒
昌
自

弓
Ｃ
ａ
”
旨
巨
○
掲
ｏ
冒
巨
厚
＆
巨
呉
房
曽
“
）
》
〉
旨
》
の
印
の
号
匡
煙
且
］
弓
房
の
口
吻
（
＆
こ
き
急
§
ミ
ミ
陣
ミ
ミ
畠
曽
《
等
量
３
‐
雲
員
丙
ミ
ミ
ざ
ミ
、
ご
↓

言
の
冨
号
目
》
９
９
》
弓
］
こ
‐
』
鹿
参
照
。
）
ウ
イ
グ
ル
文
『
実
義
疏
」
に
は
ト
カ
ラ
語
経
由
の
要
素
以
外
に
、
新
た
に
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
か
ら

借
用
さ
れ
た
要
素
も
認
め
ら
れ
る
。
そ
れ
ら
に
は
、
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
の
語
幹
末
母
音
を
も
写
す
ご
く
一
時
的
な
形
式
が
あ
る
と
い
う
。

て
い
る
ｃ

す
る
旧

な
い
し
、

見
え
る
。

書
き
損
じ
ら
れ
た
己
で
あ
る
と
も
解
釈
で
き
る
。
ま
た
庄
垣
内
が
「
高
昌
館
訳
語
」
の
来
文
に
あ
る
例
の
解
説
と
し
て
言
及

Ｆ
侭
の
戸
延
§
○
ミ
ミ
ミ
ミ
津
ミ
習
、
§
圏
』
弓
＄
も
画
急
の
こ
の
項
で
は
、
そ
の
語
の
現
れ
る
環
境
は
、
主
語
が
同
じ
動
詞
の
間

同
じ
動
詞
に
支
配
さ
れ
た
並
列
の
名
訶
の
間
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
残
り
の
三
例
も
こ
の
基
準
に
は
あ
て
は
ま
ら
な
い
よ
う
に

ミバ
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こ
こ
で
は
、
一
○
四
Ｉ
五
頁
で
指
摘
さ
れ
た
、
目
隠
‐
閂
９
口
の
（
八
目
鴨
‐
且
自
画
）
の
よ
う
な
ゥ
イ
グ
ル
語
仏
典
に
特
有
の
サ
ン
ス
ク
リ

ッ
ト
の
形
式
が
、
ウ
イ
グ
ル
語
の
訳
文
の
な
か
で
漢
字
で
那
伽
遇
主
寧
の
よ
う
に
表
記
さ
れ
て
い
る
例
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
漢
字

音
写
は
、
通
常
の
漢
訳
仏
典
に
見
ら
れ
る
音
訳
語
と
は
異
な
り
、
ウ
イ
グ
ル
字
音
を
用
い
て
音
写
さ
れ
て
い
て
非
常
に
興
味
深
い
。
同
様

の
例
が
『
倶
舎
論
」
の
ウ
イ
グ
ル
語
訳
に
見
ら
れ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。
そ
こ
で
は
【
戸
日
倒
四
面
国
が
具
摩
嚥
羅
地
と
音
写
さ

れ
、
ウ
イ
グ
ル
語
形
百
白
冑
農
①
（
百
済
「
印
度
学
仏
教
学
研
究
』
巴
Ｐ
尼
留
も
』
屋
で
は
百
日
四
邑
昌
～
百
日
“
且
騨
昌
と
読
む
）
に
一
致
す

る
一
方
、
玄
美
の
音
写
形
拘
摩
羅
暹
多
言
大
唐
西
域
記
』
）
と
一
致
し
な
い
。
評
者
に
は
ウ
イ
グ
ル
人
が
な
ぜ
あ
え
て
こ
の
よ
う
な
音
写

語
を
使
っ
た
の
か
そ
の
理
由
が
分
か
ら
な
い
。

構
文
の
項
で
は
、
他
の
多
く
の
ウ
イ
グ
ル
語
仏
典
が
基
本
的
に
ウ
イ
グ
ル
語
本
来
の
シ
ン
タ
ッ
ク
ス
で
翻
訳
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
て
、

ウ
イ
グ
ル
文
「
実
義
疏
』
が
、
ウ
イ
グ
ル
語
本
来
の
文
節
構
成
法
の
許
す
範
囲
で
、
可
能
な
限
り
漢
文
原
典
の
語
順
を
真
似
よ
う
と
し
て

い
る
点
と
、
真
似
る
手
法
が
分
析
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
上
で
、
文
法
的
な
機
能
を
持
つ
漢
字
「
応
」
、
「
容
」
、
「
能
」
、
「
可
」
、
「
令
」
、

「
雌
」
、
「
豈
」
、
「
為
」
、
「
欲
」
、
「
将
」
、
「
而
」
、
「
乃
」
、
「
即
」
、
「
方
」
、
「
則
」
の
ウ
イ
グ
ル
語
訳
に
つ
い
て
論
じ
る
。
評
者
に
は
、
「
令
」

に
よ
る
使
役
構
文
が
、
匿
昌
を
使
っ
た
榊
文
で
表
現
さ
れ
て
い
る
と
い
う
発
見
は
特
に
興
味
深
か
っ
た
。
こ
れ
ら
は
、
漢
文
原
典
を
ウ

イ
グ
ル
語
で
読
み
下
す
と
き
に
は
ど
う
し
て
も
定
訳
が
必
要
な
要
素
で
あ
る
。
な
お
注
］
扇
含
」
圏
も
娼
矧
も
）
で
は
「
況
」
の
訳
国
呂

口
笛
冨
目
威
厩
侭
爵
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
が
、
ソ
グ
ド
語
を
研
究
す
る
評
者
に
は
極
め
て
興
味
深
い
。
ソ
グ
ド
語
で
も
反
語
の
「
況
」

は
）
。
尋
御
国
で
弓
国
司
胃
）
弓
ロ
序
言
官
遇
「
お
前
は
そ
れ
を
尋
ね
る
の
だ
ろ
う
か
、
（
い
や
尋
ね
な
い
だ
ろ
う
）
」
と
い
う
構
文
で
表
現
さ
れ
る
。

こ
れ
を
参
考
に
す
れ
ば
、
当
該
の
ウ
イ
グ
ル
語
は
庄
垣
内
の
よ
う
に
「
さ
ら
に
何
を
云
う
べ
き
」
と
訳
す
の
で
は
な
く
、
「
さ
ら
に
何
を

尋
ね
る
べ
き
だ
ろ
う
か
」
と
翻
訳
す
る
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
い
ま
だ
に
意
味
の
知
ら
れ
て
い
な
い
ソ
グ
ド
語
の
で
司
口
葛
胃
は
ウ

イ
グ
ル
語
の
冨
呂
と
同
義
で
「
い
ま
さ
ら
」
を
意
味
す
る
の
で
あ
ろ
う
。
ロ
弓
胃
は
確
か
に
「
今
」
を
意
味
す
る
。

続
く
漢
字
の
訓
読
と
漢
文
の
訓
読
の
項
で
は
、
ウ
イ
グ
ル
人
が
仏
典
を
ウ
イ
グ
ル
字
音
で
音
読
す
る
以
外
に
、
ウ
イ
グ
ル
語
で
訓
読
し
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第
二
章
（
君
畠
甲
認
）
は
、
『
実
義
疏
』
以
外
の
ア
ビ
ダ
ル
マ
論
耆
と
し
て
、
サ
ン
ク
ト
ペ
テ
ル
ブ
ル
グ
の
ロ
シ
ア
科
学
ア
カ
デ
ミ
ー

東
洋
文
献
研
究
所
が
所
蔵
す
る
『
入
阿
毘
達
磨
論
」
の
注
釈
（
文
献
番
号
曾
犀
員
腱
》
弓
〕
路
〕
＄
》
ざ
》
鶴
）
と
、
ベ
ル
リ
ン
の
ト
ル
フ
ァ
ン

学
研
究
所
が
保
管
す
る
『
阿
毘
達
磨
倶
舎
論
頌
」
の
注
釈
二
点
ａ
認
ｇ
》
ロ
駅
型
）
の
校
訂
と
研
究
で
あ
る
。
別
に
単
行
の
論
文
と
し
て

発
表
し
て
あ
っ
た
も
の
の
再
録
で
あ
る
。
巻
末
の
語
彙
に
は
こ
れ
ら
の
写
本
に
含
ま
れ
る
語
も
収
録
さ
れ
て
い
る
。
後
者
は
文
中
に
チ
ベ

ッ
ト
文
字
と
チ
ベ
ッ
ト
語
の
数
字
を
含
ん
で
い
る
点
で
ユ
ニ
ー
ク
で
あ
る
。
チ
ベ
ッ
ト
文
字
の
数
字
を
含
む
ウ
イ
グ
ル
語
テ
キ
ス
ト
は
他

窓
隠
い
た
っ
て
は
、
漢
寺

興
味
深
い
事
象
で
あ
る
。

て
い
た
こ
と
を
証
明
す
る
。
む
ろ
ん
そ
れ
が
可
能
に
ま
る
た
め
に
は
、
個
々
の
漢
字
が
訓
読
で
き
た
こ
と
が
背
景
と
し
て
存
在
し
た
は
ず

で
、
ウ
イ
グ
ル
文
中
に
書
か
れ
た
漢
字
は
訓
読
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
、
送
り
が
な
や
頭
韻
詩
の
分
析
か
ら
確
認
で
き
る
と
し
て
い
る
。
ウ

ィ
グ
ル
人
に
よ
る
漢
文
訓
読
の
存
在
も
庄
垣
内
の
発
見
に
か
か
り
、
字
音
と
と
も
に
漢
字
文
化
圏
に
普
遍
的
な
現
象
と
し
て
文
化
史
的
に

も
注
目
さ
れ
て
い
る
。
ち
な
み
に
著
者
は
ま
た
、
ウ
イ
グ
ル
人
た
ち
が
ウ
イ
グ
ル
語
の
語
順
に
合
わ
せ
て
漢
字
を
並
べ
た
擬
ウ
イ
グ
ル
漢

文
を
書
い
て
い
た
と
い
う
事
実
も
発
見
し
て
い
る
。

著
者
の
重
要
な
結
論
の
一
つ
は
、
極
端
な
擬
漢
構
文
で
測
訳
さ
れ
た
ウ
イ
グ
ル
文
は
、
漢
文
原
典
を
理
解
す
る
た
め
の
便
宜
で
あ
っ
た

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
ば
し
ば
見
ら
れ
る
漢
字
の
引
用
は
、
翻
訳
が
原
典
の
ど
の
部
分
に
対
応
し
て
い
る
の
か
を
示
す
符
丁
と
し
て
働

い
た
で
あ
ろ
う
と
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
文
化
史
的
に
は
、
注
一
二
三
谷
国
巴
で
言
及
さ
れ
た
、
ウ
イ
グ
ル
文
と
同
様
に
左
か
ら
右

に
行
を
配
列
す
る
漢
文
文
献
の
存
在
も
注
目
さ
れ
る
。
百
済
も
「
倶
舎
論
」
の
ウ
イ
グ
ル
語
訳
の
写
本
に
類
例
を
発
見
し
て
い
る
（
「
龍

谷
大
学
論
叢
』
烏
切
号
己
霞
》
や
弓
）
。
高
田
時
雄
は
ウ
イ
グ
ル
字
音
に
よ
る
「
法
華
経
難
字
音
注
」
も
同
じ
体
裁
で
書
か
れ
て
い
る
事
を
指

摘
し
て
い
る
（
冤
方
学
』
己
ら
駅
も
］
合
）
。
こ
れ
ら
か
ら
遡
る
こ
と
六
○
○
年
以
前
、
ソ
グ
ド
人
女
性
、
康
波
蜜
提
の
漢
文
の
墓
誌
で

も
行
は
左
か
ら
右
に
進
ん
で
い
る
（
黄
文
弼
『
高
昌
溥
集
」
一
九
五
一
、
図
版
六
七
参
照
）
。
敦
埠
出
土
の
吐
蕃
支
配
時
代
の
貝
葉
写
本
祠
呂

窓
隠
い
た
っ
て
は
、
漢
文
が
左
か
ら
右
に
横
書
き
さ
れ
て
い
る
。
漢
字
文
化
間
と
他
の
文
字
圏
と
の
接
触
地
域
に
発
生
し
た
文
化
史
的
に
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に
も
ト
ル
フ
ァ
ン
で
出
土
し
て
い
る
が
、
そ
れ
は
タ
ン
ト
ラ
文
献
で
あ
り
、
原
典
が
チ
ベ
ッ
ト
語
で
あ
っ
た
と
い
う
点
か
ら
納
得
が
い
く
。

し
か
し
こ
こ
で
扱
う
２
点
は
明
ら
か
に
チ
ベ
ッ
ト
語
か
ら
の
訳
で
は
な
い
。
チ
ベ
ッ
ト
文
字
の
方
は
二
種
類
有
り
、
一
つ
は
８
と
読
ま

れ
、
他
方
の
読
み
は
不
明
で
あ
る
と
い
う
。
文
脈
か
ら
両
者
は
各
々
「
問
」
と
「
答
」
に
当
た
る
と
す
る
。
８
が
何
を
表
し
て
い
る
か

に
つ
い
て
不
明
と
し
な
が
ら
、
梵
語
の
８
号
四
「
非
難
さ
る
べ
き
、
疑
わ
る
べ
き
」
の
省
略
形
で
あ
る
可
能
性
を
指
摘
す
る
。
評
者
は
、

こ
れ
ら
は
チ
ベ
ッ
ト
文
字
で
は
な
く
、
北
道
の
ブ
ラ
ー
フ
ミ
ー
文
字
で
各
々
、
８
と
ョ
と
書
い
て
あ
る
の
だ
と
考
え
る
。
前
者
は

８
烏
冨
「
質
問
者
、
詰
問
者
」
、
後
者
は
ぐ
鳧
己
訂
国
「
注
釈
害
の
著
者
」
の
省
略
形
で
あ
ろ
う
。
（
く
目
囿
愚
が
注
釈
者
の
意
味
で
使
わ
れ
る

点
に
つ
い
て
は
、
同
僚
の
宮
崎
泉
准
教
授
の
教
え
を
受
け
た
。
記
し
て
謝
意
を
示
す
。
）
字
形
は
Ｆ
殴
艮
四
》
副
冒
喝
愚
冨
３
＄
§
冬
蕎

昏
言
浄
ミ
ミ
薑
房
号
鴬
§
冬
謂
切
ミ
ミ
電
，
導
き
ご
鷺
曽
ミ
ミ
噴
弓
肘
の
冨
号
ロ
》
尼
誇
》
園
匡
獣
》
閨
で
確
認
で
き
る
。
で
は
な
ぜ
数
字
の
ほ
う

で
も
チ
ベ
ッ
ト
文
字
で
は
な
く
、
ブ
ラ
ー
フ
ミ
ー
文
字
の
数
字
を
使
わ
な
い
の
か
評
者
に
は
分
か
ら
な
い
。
確
か
に
ブ
ラ
ー
フ
ミ
ー
文
字

の
数
字
と
は
認
め
ら
れ
な
い
よ
う
に
見
え
る
。

２
，
２
テ
キ
ス
ト
、
翻
訳
、
語
彙

第
三
章
（
弓
．
岳
甲
患
巴
は
、
計
少
の
怠
駅
行
の
テ
キ
ス
ト
、
翻
訳
、
お
よ
び
注
釈
で
あ
る
。
旧
著
同
様
に
テ
キ
ス
ト
と
翻
訳
は
見
開

き
で
対
照
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
が
、
注
釈
は
旧
著
と
異
な
り
脚
注
に
し
て
あ
り
見
や
す
く
な
っ
た
。
し
か
も
、
は
る
か
に
詳
細
に

な
っ
て
い
る
。
翻
訳
で
は
、
『
倶
舎
論
」
に
対
応
す
る
部
分
は
太
字
で
印
刷
し
て
あ
り
分
か
り
や
す
い
。
た
だ
し
旧
著
で
は
対
応
す
る
ウ

イ
グ
ル
文
の
行
数
が
書
き
入
れ
て
あ
っ
て
、
原
文
と
和
訳
と
の
対
照
が
容
易
で
あ
っ
た
が
、
本
書
で
は
そ
れ
ら
は
全
て
省
略
し
て
あ
る
。

せ
め
て
五
行
お
き
に
で
も
行
数
を
入
れ
て
お
い
て
あ
れ
ば
、
評
者
の
よ
う
に
ウ
イ
グ
ル
語
に
不
慣
れ
な
利
用
者
に
は
便
利
で
あ
っ
た
。
正

直
な
と
こ
ろ
、
書
評
に
際
し
て
原
文
と
翻
訳
を
対
照
し
よ
う
と
し
て
相
当
苦
労
し
た
。

ウ
イ
グ
ル
語
の
テ
キ
ス
ト
の
読
み
の
正
確
さ
の
判
断
は
評
者
の
力
を
越
え
て
い
る
。
試
み
に
百
済
が
論
文
の
中
で
比
較
的
長
く
引
用
し

声 々
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て
い
る
箇
所
（
尼
屋
‐
ら
臼
行
芸
龍
谷
大
学
論
叢
』
畠
」
、
尼
路
ゞ
弓
国
‐
息
）
と
本
書
の
テ
キ
ス
ト
を
比
べ
て
み
た
。
音
素
転
写
に
か
か
わ
る

差
違
を
除
け
ば
、
文
字
の
読
み
の
違
い
は
わ
ず
か
に
２
箇
所
で
あ
っ
た
。
一
つ
は
ら
ち
行
目
に
あ
る
庄
垣
内
が
習
臼
で
「
抽
出
し
て
」

と
読
む
語
で
、
百
済
は
昼
甘
「
整
え
て
」
と
読
む
。
た
だ
し
こ
の
場
合
も
文
字
の
連
続
と
し
て
は
、
両
者
と
も
ｒ
三
く
‐
竿
弓
己
と
読
ん

で
い
る
こ
と
に
な
る
。
ソ
グ
ド
文
字
の
草
書
体
以
来
、
文
字
目
と
ぐ
の
形
の
区
別
が
な
い
こ
と
は
上
で
も
述
べ
た
。
評
者
に
は
ど
ち
ら

の
解
釈
が
優
れ
て
い
る
の
か
判
断
は
難
し
い
が
、
庄
垣
内
の
ほ
う
が
よ
り
文
脈
に
合
っ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
二
つ
め
は
岳
設
行
目

の
ｇ
巨
胃
目
（
庄
垣
内
）
と
房
巨
唇
昌
（
百
済
）
で
あ
る
。
こ
の
場
合
は
、
厨
且
冒
目
は
誤
植
で
あ
る
。
本
耆
の
語
彙
で
は
正
し
く

厨
巨
宮
昌
が
登
録
さ
れ
て
い
る
。
要
す
る
に
、
多
く
の
文
字
が
字
形
の
上
で
区
別
で
き
な
く
な
っ
て
い
る
極
め
て
読
み
づ
ら
い
草
書
体
の

写
本
で
は
あ
る
が
、
庄
垣
内
の
読
み
に
は
全
幅
の
信
頼
を
お
く
こ
と
が
で
き
る
。

テ
キ
ス
ト
は
所
謂
音
素
転
写
に
文
字
転
写
の
要
素
を
加
味
し
た
も
の
に
な
っ
て
い
る
。
文
字
転
写
と
音
素
転
写
の
両
方
を
提
出
す
る
こ

と
が
理
想
だ
が
、
そ
う
す
る
と
テ
キ
ス
ト
の
ボ
リ
ュ
ー
ム
は
二
倍
に
な
っ
て
し
ま
う
。
文
字
ロ
〉
三
Ｐ
跡
に
添
え
ら
れ
た
補
助
点
は
無
視
さ

れ
る
が
、
文
字
計
と
色
は
テ
キ
ス
ト
で
は
区
別
さ
れ
て
い
る
。
む
ろ
ん
そ
れ
が
そ
の
ま
ま
音
素
に
対
応
す
る
訳
で
は
な
い
。
音
素
表
記
の

ほ
う
は
語
彙
表
を
見
れ
ば
判
明
す
る
よ
う
に
配
慮
さ
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
テ
キ
ス
ト
に
頻
出
す
る
且
「
名
前
」
は
、
写
本
で
は
〕
塵
と

表
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
一
方
語
彙
表
で
は
、
ウ
イ
グ
ル
語
の
音
素
形
式
で
あ
る
呉
で
登
録
さ
れ
て
い
る
。
評
者
が
と

ま
ど
っ
た
の
は
、
恥
と
蝿
の
と
画
の
違
い
で
あ
る
。
テ
キ
ス
ト
で
は
音
素
表
記
さ
れ
て
い
て
、
写
本
の
文
字
の
違
い
は
文
字
の
直
後
の

ハ
イ
フ
ン
に
よ
っ
て
示
さ
れ
る
。
従
っ
て
た
と
え
ば
ソ
グ
ド
語
か
ら
の
借
用
語
の
胤
口
ロ
は
、
テ
キ
ス
ト
で
息
ロ
ロ
と
あ
れ
ば
写
本
で
は

》
ゞ
響
口
と
綴
ら
れ
、
患
‐
宮
口
と
あ
れ
ば
》
〕
Ｎ
‐
急
巨
と
綴
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
示
す
。
同
じ
く
ソ
グ
ド
語
か
ら
の
借
用
語
で
あ
る
急
時
》
忌
詩

「
文
字
」
は
、
テ
キ
ス
ト
で
も
語
彙
表
で
も
こ
の
よ
う
に
表
記
さ
れ
て
い
る
が
、
す
べ
て
〕
息
涛
．
〕
笥
剴
蔦
と
綴
ら
れ
て
い
る
。
著
者
の

表
記
は
首
尾
一
貫
し
て
い
て
問
題
は
な
い
が
、
ど
こ
か
で
説
明
が
あ
る
ほ
う
が
良
い
だ
ろ
う
。
こ
の
関
連
で
は
、
音
素
、
ミ
と
、
ミ
と
文

字
表
記
の
問
題
だ
け
で
な
く
、
、
里
く
め
、
里
、
堅
く
ｍ
、
堅
も
ま
た
議
論
さ
れ
る
べ
き
問
題
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
た
と
え
ば
後
期
の
ウ
イ
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グ
ル
字
音
に
お
け
る
、
堅
と
註
、
の
区
別
の
有
無
に
つ
い
て
は
、
著
者
と
評
者
の
間
で
深
刻
な
見
解
の
相
違
が
あ
る
（
拙
槁
デ
ジ
ァ
言
語

論
叢
』
３
、
乞
老
》
君
ふ
当
参
照
）
。
な
お
旧
著
と
異
な
り
母
音
音
素
庁
、
を
認
め
て
い
る
の
で
、
計
団
の
テ
キ
ス
ト
を
利
用
す
る
際
に
は
、

本
書
の
語
彙
に
よ
っ
て
表
記
を
確
認
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

評
者
に
は
本
耆
の
翻
訳
を
評
価
す
る
能
力
も
な
い
が
、
庄
垣
内
の
翻
訳
の
正
確
さ
は
次
の
点
か
ら
も
確
認
さ
れ
る
。
上
で
述
べ
た
よ
う

に
、
己
窓
‐
虐
行
は
パ
リ
の
抄
本
に
対
応
箇
所
が
あ
る
が
、
庄
垣
内
は
そ
れ
に
気
づ
か
な
か
っ
た
。
こ
の
部
分
の
和
訳
を
漢
文
原
典
と
比

べ
て
み
よ
う
。
原
典
は
偶
頌
に
な
っ
て
い
る
皿

修
福
及
智
所
得
果
皆
為
利
他
非
自
利
猶
月
光
浄
照
十
方
世
尊
悲
願
亦
如
是

「
修
に
よ
る
福
、
及
び
智
に
お
い
て
得
た
と
こ
ろ
の
果
は
、
悉
く
利
他
を
な
す
も
の
の
故
で
あ
る
。
決
し
て
利
己
の
た
め
で
は
な
い
。

猶
、
月
天
の
清
浄
な
光
が
十
方
を
照
ら
す
も
の
の
ご
と
し
。
そ
の
よ
う
に
ま
た
、
世
尊
等
の
慈
悲
心
、
願
い
も
そ
う
で
あ
る
。
」

原
文
の
大
方
の
漢
字
が
翻
訳
に
は
現
れ
、
意
味
も
ほ
と
ん
ど
対
応
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
和
訳
は
原
典
の
漢
文
を
想
定
し
て
作
っ
た
と

い
う
こ
と
で
、
「
現
代
日
本
語
と
し
て
多
少
ぎ
こ
ち
な
い
含
扇
）
」
こ
と
は
著
者
自
身
が
認
め
て
い
る
。
た
と
え
ば
鵠
忠
山
行
を
著
者

が
「
猶
、
四
州
が
鉄
囲
山
（
と
云
う
）
境
界
も
っ
て
、
凹
至
も
っ
て
成
じ
た
ご
と
し
」
と
和
訳
す
る
所
を
、
Ｐ
，
ツ
ィ
ー
メ
・
百
済
は

「
ち
ょ
う
ど
ま
る
で
、
四
つ
の
州
を
金
剛
鉄
囲
山
が
、
界
、
四
至
と
な
り
（
囲
ん
で
い
る
）
よ
う
に
」
と
分
か
り
や
す
く
訳
し
て
い
る

（
『
ゥ
イ
グ
ル
語
の
観
無
量
壽
経
」
京
都
后
器
も
」
劇
参
照
）
。

難
解
な
仏
教
論
典
を
和
訳
す
る
に
あ
た
っ
て
庄
垣
内
は
旧
著
で
も
本
書
で
も
仏
教
学
者
の
援
助
を
仰
い
で
い
る
。
著
者
と
訳
文
の
校
閲

に
あ
た
る
仏
教
学
者
と
の
仲
介
を
し
た
旧
著
の
評
者
福
田
が
指
摘
す
る
と
お
り
（
福
田
ら
望
も
」
ｇ
）
、
著
者
の
和
訳
を
理
解
す
る
に
は
読

者
の
側
の
丁
寧
な
読
解
が
要
求
さ
れ
る
が
、
そ
れ
は
ウ
イ
グ
ル
語
原
文
の
読
み
づ
ら
さ
で
あ
る
と
同
時
に
、
内
容
そ
の
も
の
の
難
し
さ
に

も
起
因
す
る
。
評
者
自
身
が
理
解
に
と
ま
ど
っ
た
例
を
あ
げ
て
、
本
吉
を
読
み
進
む
上
で
の
注
意
を
喚
起
し
て
お
こ
う
。
四
五
頁
は
、

計
シ
に
お
け
る
訂
正
の
性
質
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
箇
所
で
あ
る
。
届
き
上
で
、
原
文
の
「
（
善
知
識
者
誰
、
謂
佛
令
生
智
、
離
放
逸
悪

『ーハ
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行
）
違
此
即
捨
離
」
が
、
初
め
は
日
匡
冒
匡
侭
融
鴨
言
旨
駁
‐
巴
普
出
目
晟
言
胃
乞
ｇ
唱
且
昌
狩
己
房
○
忌
日
目
ｇ
「
こ
れ
の
違
い
は
即
ち

捨
離
で
あ
る
、
と
」
と
訳
さ
れ
、
そ
れ
が
白
戸
ロ
ロ
侭
融
鴨
冒
旨
厭
‐
切
愚
月
出
昌
晟
君
貸
冒
ｇ
四
巨
昌
狩
昌
罠
昌
ご
侭
］
息
昌
具
ｇ
「
こ
れ

の
相
違
は
即
ち
捨
離
す
べ
き
邪
智
で
あ
る
と
」
に
訂
正
さ
れ
て
い
る
と
し
、
原
文
に
は
「
邪
智
」
は
な
い
か
ら
、
訂
正
前
の
方
が
原
文
に

近
い
と
し
て
い
る
。
こ
の
部
分
は
善
知
識
に
つ
い
て
説
明
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
「
訂
正
」
前
の
訳
文
は
確
か
に
個
々
の
漢
字
を

正
し
く
翻
訳
し
て
い
る
。
一
方
訂
正
文
は
原
文
の
意
図
を
よ
り
具
体
的
に
補
足
し
た
も
の
で
、
善
知
識
と
悪
知
識
に
つ
い
て
説
明
し
て
、

「
此
と
違
う
（
す
な
わ
ち
智
を
生
じ
さ
せ
て
、
悪
業
か
ら
離
れ
さ
せ
て
く
れ
る
友
人
Ⅱ
善
知
識
と
違
う
）
者
は
、
捨
て
去
る
べ
き
悪
友
で
あ
る
」

と
い
う
意
味
で
あ
る
と
理
解
さ
れ
る
。
訳
文
か
ら
実
際
に
文
章
が
意
図
し
て
い
る
こ
と
を
理
解
す
る
の
は
、
評
者
の
よ
う
な
読
者
に
は
時

間
が
か
か
っ
た
。
た
と
え
ば
島
曼
。
怪
「
悪
を
思
う
者
Ｉ
悪
知
識
（
ｑ
警
は
動
詞
・
‐
「
思
う
」
の
行
為
者
名
詞
）
」
を
邪
智
」
と
置
き
換
え

る
こ
と
は
直
訳
と
し
て
正
し
い
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
具
体
的
な
内
容
を
理
解
す
る
の
は
困
難
で
あ
っ
た
。
ち
な
み
に
初
め
の
文
の
巳

「
彼
」
の
右
横
に
「
○
」
が
添
え
ら
れ
、
そ
の
左
横
に
葛
ご
ｏ
怪
が
書
か
れ
て
い
る
。
著
者
の
い
う
「
訂
正
」
の
う
ち
、
評
者
が
旧
四
員

に
従
い
、
内
容
の
補
足
に
当
た
る
と
す
る
の
が
上
の
例
で
あ
る
。

第
四
章
（
弓
卜
亀
‐
型
巴
は
語
彙
で
あ
る
。
語
彙
に
は
、
計
醒
と
面
だ
け
で
な
く
ス
ト
ッ
ク
ホ
ル
ム
の
『
倶
舎
論
」
や
、
本
書
で
研
究

が
提
出
さ
れ
た
ベ
ル
リ
ン
と
ペ
テ
ル
ブ
ル
グ
の
関
連
資
料
の
語
彙
も
含
め
て
い
る
。
従
っ
て
登
録
さ
れ
た
見
出
し
語
も
相
当
増
え
て
い
る
。

全
体
が
二
八
○
頁
ほ
ど
の
語
彙
の
最
初
の
四
○
頁
（
“
‐
と
坪
で
始
ま
る
語
彙
）
で
見
て
み
る
と
、
実
に
二
八
語
が
増
え
て
い
た
。
動
詞
宵
‐

や
房
‐
の
活
用
形
の
よ
う
な
頻
出
す
る
わ
ず
か
の
語
彙
を
例
外
と
し
て
、
計
澤
と
引
嗣
に
現
れ
る
全
語
彙
と
出
現
場
所
を
指
定
し
て
あ
る
。

ま
た
訳
語
と
し
て
対
応
す
る
原
文
の
漢
字
を
可
能
な
限
り
添
え
て
あ
る
こ
と
も
特
徴
で
あ
る
。
こ
の
配
慮
が
あ
る
お
か
げ
で
、
旧
著
の
語

彙
は
ウ
イ
グ
ル
語
研
究
の
必
須
の
工
具
害
と
な
っ
て
い
た
と
、
多
く
の
研
究
者
か
ら
聞
い
た
こ
と
が
あ
る
。
そ
の
旧
著
の
語
彙
は
二
一
四

頁
で
あ
っ
た
の
で
、
本
書
の
そ
れ
の
価
値
は
ざ
っ
と
一
・
五
倍
に
も
な
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
こ
こ
で
も
読
者
は
丁
寧
に
注
釈
を
読
ん
で
利
用

す
る
必
要
が
あ
る
。
た
と
え
ば
上
で
議
論
し
た
畠
ご
ｏ
怪
は
、
語
彙
で
も
「
邪
智
」
と
訳
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
む
ろ
ん
対
応
す
る
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本
書
の
よ
う
な
特
殊
文
字
を
多
用
す
る
大
部
な
研
究
害
で
は
誤
植
や
細
か
な
ミ
ス
は
避
け
得
な
い
し
、
確
か
に
幾
つ
か
は
見
つ
か
る
が

深
刻
な
も
の
と
し
て
は
六
二
四
頁
の
巳
旨
昌
塁
貝
「
治
罰
」
が
気
に
な
っ
た
。
こ
の
巳
旨
「
罰
」
は
「
蔵
」
を
意
味
す
る
巳
旨
と
同
音

異
義
語
な
の
で
、
別
に
項
目
を
立
て
る
べ
き
で
あ
っ
た
。
ま
た
五
一
ペ
ー
ジ
注
六
四
で
引
用
さ
れ
た
の
①
侭
段
冒
冒
§
§
か
ら
の
引

用
に
見
え
る
英
語
の
誤
り
は
、
本
書
で
発
生
し
た
誤
植
で
あ
る
。
こ
れ
は
誤
植
で
は
な
い
が
、
本
文
中
に
崖
乱
胄
（
９
ｓ
）
あ
る
い
は

ソ
グ
ド
語
を
研
究
す
る
評
者
に
は
厩
耳
の
例
が
興
味
深
い
。
語
彙
で
は
汀
民
冒
慰
官
匹
侭
く
四
の
首
に
「
店
事
」
の
訳
語
が
与
え
ら
れ

て
い
る
。
厩
臣
弄
は
ソ
グ
ド
語
の
弓
蔑
（
マ
ニ
文
字
表
記
）
か
ら
の
借
用
語
で
、
そ
の
ソ
グ
ド
語
も
ギ
リ
シ
ア
語
冨
扇
匡
○
唇
「
小
売
商

み
せ

店
」
か
ら
借
用
さ
れ
た
。
確
か
に
意
味
は
日
本
語
の
「
店
」
に
対
応
す
る
が
、
漢
語
の
「
店
」
は
「
キ
ャ
ラ
バ
ン
サ
ラ
イ
」
の
よ
う
な
意

味
を
持
つ
語
で
あ
っ
て
、
尉
日
と
し
て
ソ
グ
ド
語
や
ウ
イ
グ
ル
語
、
モ
ン
ゴ
ル
語
に
も
借
用
さ
れ
て
い
る
文
化
語
彙
で
あ
る
。
「
店
」
が

厩
胃
と
訳
さ
れ
て
い
る
な
ら
注
目
さ
れ
る
。
そ
こ
で
該
当
す
る
部
分
の
注
釈
を
読
む
と
、
前
後
す
る
語
の
目
ご
‐
耳
‐
辱
く
四
の
号
と

置
凰
○
百
］
‐
国
巳
島
ぐ
四
の
号
は
各
々
「
倶
舎
論
」
に
あ
る
「
田
事
」
と
「
妻
子
等
事
」
に
対
応
し
て
い
る
が
、
汀
呂
邑
厩
冨
‐
侭
く
四
ｍ
目

「
市
場
・
店
舗
の
こ
と
が
ら
Ｉ
商
業
活
動
」
に
は
対
応
す
る
漢
語
表
現
は
な
い
こ
と
が
分
か
る
。
（
ち
な
み
に
「
華
夷
訳
語
」
の
高
昌
館

訳
語
で
は
厩
耳
に
対
応
す
る
漢
語
は
「
舗
面
」
で
あ
る
、
且
Ｆ
巨
鴨
冨
皆
冒
○
ミ
ミ
ミ
ミ
印
ミ
闇
、
§
こ
）
己
殿
》
弓
』
ご
恥
臼
・
）
類

似
の
例
は
ぐ
画
の
威
国
の
緒
○
賃
の
宮
騨
日
目
で
、
語
彙
で
は
「
筏
蹉
婆
羅
門
」
が
訳
語
と
し
て
与
え
ら
れ
る
。
こ
の
場
合
は
本
書
四
五
Ｉ
六
頁

に
詳
し
い
説
明
が
あ
る
。
著
者
の
所
謂
「
訂
正
」
前
の
原
文
に
は
ぐ
四
回
旦
艮
‐
辱
‐
曇
巨
侭
と
あ
り
、
そ
の
四
形
態
素
の
右
横
に
「
○
」

を
添
え
て
あ
る
。
そ
の
左
横
に
ぐ
ゆ
農
国
の
侭
○
号
の
言
四
日
目
巳
侭
が
添
え
ら
れ
て
い
る
。
前
者
は
『
順
正
理
論
』
の
原
文
「
筏
蹉
類
」
の

直
訳
で
あ
る
が
、
後
者
は
「
最
良
の
一
族
の
バ
ラ
モ
ン
」
を
意
味
し
、
筏
蹉
類
す
な
わ
ち
く
尉
四
‐
唱
茸
四
（
庄
垣
内
は
蔚
厨
舌
と
す
る
）
が
、

最
高
の
バ
ラ
モ
ン
の
一
族
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
従
っ
て
こ
こ
で
も
原
文
に
筏
蹉
婆
羅
門
が
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
こ
と
が
分
か

る
○

原
文
の
語
で
は
な
い
。

戸1
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以
上
に
述
べ
て
来
た
と
こ
ろ
か
ら
、
本
書
の
ウ
イ
グ
ル
語
文
献
研
究
へ
の
抜
群
の
貢
献
や
仏
教
学
へ
の
多
大
な
寄
与
、
さ
ら
に
ウ
イ
グ

ル
仏
教
史
お
よ
び
中
央
ア
ジ
ア
文
化
史
解
明
の
た
め
に
ど
れ
ほ
ど
多
く
資
す
る
も
の
が
あ
る
か
は
明
ら
か
に
な
っ
た
と
考
え
る
。
Ｂ
５
版

で
七
五
○
頁
に
も
な
る
本
書
の
威
容
を
見
る
に
付
け
て
も
、
本
書
は
橘
瑞
超
と
羽
田
亨
に
よ
っ
て
創
始
さ
れ
た
日
本
に
お
け
る
ウ
イ
グ
ル

語
文
献
研
究
の
金
字
塔
で
あ
り
、
世
界
に
誇
る
べ
き
到
達
点
で
あ
る
と
思
う
。
幸
い
日
本
に
は
若
く
優
秀
な
研
究
者
も
現
れ
て
お
り
、
世

俗
文
献
で
も
仏
教
文
献
で
も
日
本
に
お
け
る
研
究
の
将
来
は
明
る
い
。
奇
し
く
も
同
じ
年
に
笠
井
幸
代
の
大
部
な
著
書
ロ
詩
冨
曾
ミ
ミ
§

守
鼠
曽
豊
§
§
写
§
ざ
言
尽
》
団
閏
冒
閏
月
貝
四
日
の
賛
の
ｘ
閏
昌
ゞ
弓
貝
目
○
員
》
邑
尻
が
公
刊
さ
れ
た
。
評
者
の
よ
う
に
日
本
で
細
々
と
ソ
グ

ド
語
文
献
を
研
究
し
て
い
る
学
徒
に
は
、
羨
望
の
念
と
同
時
に
威
圧
感
す
ら
感
じ
る
ほ
ど
で
あ
る
。
庄
垣
内
の
よ
う
な
碩
学
か
ら
、
中
堅
、

そ
し
て
若
手
と
真
に
豊
富
な
日
本
人
研
究
者
た
ち
の
今
後
の
成
果
も
大
い
に
期
待
で
き
る
。

ご
冒
冨
目
巴
（
ｇ
ｇ
）
と
言
及
さ
れ
て
い
る
文
献
が
、
和
・
漢
文
参
照
文
献
の
冒
頭
の
阿
衣
達
爾
・
米
雨
十
馬
力
（
ざ
（
覇
）
で
あ
る
こ
と
を
“

理
解
す
る
の
に
苦
労
し
た
。

３
お
わ
り
に

『
ウ
イ
グ
ル
文
ア
ビ
ダ
ル
マ
論
害
の
文
献
学
的
研
究
』
京
都
松
香
堂
二
○
○
八
年
、

弓
ぐ
昌
十
計
。
＋
心
図
版
（
定
価
屋
ら
邑
円
）


