
こ
れ
ま
で
学
術
的
に
漢
文
仏
典
を
参
照
す
る
際
に
は
、
専
ら
「
大
正
新
脩
大
蔵
経
』
が
利
用
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
が
、
近
年
の
大
蔵

経
及
び
漢
文
仏
典
の
写
本
・
版
本
類
に
対
す
る
調
査
。
研
究
は
飛
躍
的
に
進
歩
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
資
料
的
に
も
各
種
の
影
印
本

が
多
数
出
版
さ
れ
る
と
い
っ
た
状
況
に
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
中
、
教
理
・
思
想
研
究
を
中
心
と
す
る
仏
教
学
に
お
い
て
も
、
そ
れ
ら
の
成

果
を
有
効
に
活
用
す
る
必
要
性
が
痛
感
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

①

ま
た
一
方
で
、
種
々
刊
行
さ
れ
る
影
印
本
等
の
す
べ
て
が
、
典
籍
の
本
文
研
究
と
い
う
目
的
に
と
っ
て
必
要
不
可
欠
な
異
本
で
あ
る
の

か
ど
う
か
と
い
う
点
も
、
立
ち
止
ま
っ
て
考
え
て
み
る
べ
き
問
題
で
あ
る
。
諸
本
の
系
統
上
の
相
互
関
係
の
把
握
・
理
解
を
抜
き
に
、
そ

②

れ
ら
を
収
集
し
比
較
し
て
も
、
場
合
に
よ
っ
て
は
労
多
く
し
て
得
る
と
こ
ろ
は
少
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い
。

そ
こ
で
以
下
、
近
年
の
漢
文
仏
典
及
び
大
蔵
経
研
究
の
成
果
を
踏
ま
え
な
が
ら
、
筆
者
が
当
面
の
研
究
課
題
と
し
て
い
る
『
菩
薩
理
略

本
業
経
」
（
以
下
「
理
珸
経
』
と
略
）
の
諸
本
に
つ
い
て
、
現
在
ど
の
よ
う
な
本
が
参
照
可
能
な
の
か
、
ま
た
そ
れ
ら
が
ど
の
よ
う
な
価
値
を

持
つ
の
か
、
そ
し
て
そ
れ
ら
を
参
照
す
る
こ
と
に
よ
り
、
い
か
に
し
て
「
瑛
珸
経
」
の
本
文
研
究
を
進
め
て
い
く
べ
き
か
、
と
い
っ
た
点

「
菩
薩
選
略
本
業
経
」
の
諸
本
に
つ
い
て

Ｉ
近
年
の
大
蔵
経
研
究
の
動
向
を
踏
ま
え
て
Ｉ

は
じ
め
に

藤
谷
昌
紀
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次
に
第
二
類
と
し
て
契
丹
版
の
大
蔵
経
が
あ
る
。
こ
れ
ま
で
「
幻
の
大
蔵
経
」
と
呼
ば
れ
て
き
た
も
の
で
あ
っ
た
が
、
一
九
七
四
年
に

山
西
応
県
の
仏
宮
寺
の
木
塔
よ
り
十
数
点
の
残
巻
が
発
見
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
漸
く
そ
の
実
態
の
一
斑
が
明
ら
か
と
な
っ
た
も
の
で
あ

⑥

る
。
こ
の
「
大
蔵
経
の
歴
史
の
上
で
非
常
に
大
き
な
發
見
」
を
契
機
に
、
契
丹
蔵
と
そ
の
周
辺
に
対
す
る
注
目
度
は
高
ま
り
今
に
至
っ
て

に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。
逆
に
言
え
ば
こ
れ
は
、
仏
教
学
上
に
お
け
る
漢
文
仏
典
の
研
究
に
際
し
て
、
近
年
の
大
蔵
経
研
究
の
成
果
を③

具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
形
で
生
か
す
こ
と
が
で
き
る
の
か
を
、
「
躍
珸
経
』
を
一
事
例
と
し
て
取
り
上
げ
模
索
し
て
み
る
こ
と
で
も
あ
る
。

ま
た
一
方
で
、
「
瑛
略
経
」
に
つ
い
て
の
資
料
論
・
テ
キ
ス
ト
論
と
い
っ
た
点
に
つ
い
て
、
こ
こ
で
一
応
の
整
理
を
果
た
し
て
み
た
い
と
も

考
え
て
い
る
。

属
す
る
。

近
年
の
大
蔵
経
研
究
に
お
い
て
、
ま
ず
参
照
さ
れ
る
べ
き
重
要
な
視
点
を
も
た
ら
し
た
の
は
、
竺
沙
雅
章
氏
が
刊
本
の
大
蔵
経
に
つ
い

④
⑤

て
提
示
し
た
三
分
類
で
あ
る
．
氏
は
「
漢
詳
大
藏
經
の
歴
史
１
１
嶌
經
か
ら
刊
經
へ
Ｉ
」
を
始
め
と
す
る
諸
論
考
に
お
い
て
、
版
本
の
大
蔵

経
の
製
本
の
形
態
や
行
数
・
字
数
と
い
っ
た
形
式
、
あ
る
い
は
千
字
文
番
号
の
差
異
等
に
基
づ
き
、
そ
れ
ら
を
三
系
統
に
分
類
し
て
評
価

す
る
と
い
う
極
め
て
画
期
的
な
見
解
を
表
明
さ
れ
た
。

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
ま
ず
第
一
類
と
し
て
、
中
国
に
お
い
て
初
め
て
刊
行
さ
れ
た
「
開
宝
蔵
」
の
系
統
の
大
蔵
経
が
数
え
ら
れ
る
。
近
年

北
京
よ
り
刊
行
さ
れ
た
『
中
華
大
蔵
経
」
（
後
述
）
の
底
本
と
な
っ
た
金
蔵
、
大
正
蔵
の
底
本
と
な
っ
た
高
麗
版
（
再
雌
本
）
が
こ
の
系
統
に

続
い
て
第
三
類
蔵
経
と
し
て
、
崇
寧
蔵
を
初
め
と
す
る
多
種
の
大
蔵
経
が
あ
る
。
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
江
南
に
お
い
て
刊
行
さ
れ
た
も

の
で
あ
り
総
称
し
て
江
南
諸
蔵
と
呼
ぶ
こ
と
が
出
来
る
。

る
ｃ
こ
の
一
大
蔵
症

い
る
状
況
で
あ
る
。

｜
刊
本
大
蔵
経
の
三
分
類
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竺
沙
氏
は
、
こ
の
よ
う
に
三
分
類
し
た
う
え
で
特
に
刊
本
の
元
と
な
っ
た
写
経
と
の
関
係
か
ら
諸
大
蔵
経
の
価
値
を
評
価
し
、
第
一
類

蔵
経
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
そ
の
問
題
性
を
指
摘
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
類
の
大
蔵
経
は
、
も
と
四
川
（
蜀
）
の
成
都
に
お
い
て
開
版

⑧

さ
れ
た
開
宝
蔵
が
元
版
と
な
っ
て
お
り
、
標
準
的
な
写
経
の
形
式
で
あ
り
、
ま
た
他
の
刊
本
大
蔵
経
が
こ
れ
に
よ
っ
て
い
る
一
行
十
七
字

と
い
う
形
式
に
よ
る
の
で
は
な
く
、
一
行
十
四
字
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
に
「
非
常
に
鍵
っ
た
も
の
」
で
あ
り
「
田
舎

版
」
と
い
う
感
が
す
る
、
と
。
そ
こ
で
竺
沙
氏
が
注
目
す
る
の
は
第
二
類
蔵
経
で
あ
る
。
こ
れ
は
契
丹
蔵
の
み
な
の
だ
が
、
重
要
な
の
は
、

契
丹
蔵
が
非
常
に
す
ぐ
れ
た
蔵
経
と
考
え
ら
れ
る
の
み
な
ら
ず
、
こ
れ
こ
そ
が
最
も
正
統
的
な
「
唐
代
の
長
安
嶌
經
の
系
譜
を
た
ど
る
も

続
い
て
、
こ
の
大
蔵
経
の
三
系
統
と
大
正
蔵
の
底
本
、
校
本
と
が
、
ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ
る
か
を
見
る
こ
と
に
よ
り
、
大
正
蔵
の
テ

⑪

キ
ス
ト
に
つ
い
て
批
判
的
に
考
察
し
て
み
よ
う
。

ま
ず
、
『
理
路
経
」
を
実
例
と
し
て
見
て
み
る
が
、
そ
の
底
本
は
前
述
の
よ
う
に
高
麗
版
（
再
雌
本
）
、
校
本
は
宋
版
・
元
版
・
明
版
の
所⑫

謂
「
三
本
」
で
あ
る
。
こ
の
三
種
は
、
そ
れ
ぞ
れ
よ
り
正
確
に
は
、
後
思
渓
蔵
（
資
福
寺
版
）
・
普
寧
蔵
・
嘉
興
蔵
等
と
呼
ば
れ
る
べ
き
も
の

ま
た
、
契
丹
蔵
自
体
は
、
前
述
の
と
お
り
ご
く
わ
ず
か
し
か
現
存
し
て
い
な
い
の
だ
が
、
こ
れ
を
補
う
も
の
と
し
て
房
山
石
経
が
あ
る
。

晴
代
よ
り
明
代
に
到
る
約
一
千
年
の
長
期
に
わ
た
っ
て
作
成
さ
れ
た
房
山
石
経
で
あ
る
が
、
そ
の
中
の
遼
・
金
刻
経
は
、
契
丹
蔵
と
密
接

な
関
係
に
あ
り
、
房
山
石
経
に
よ
っ
て
契
丹
蔵
の
姿
を
窺
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
現
在

⑩

も
研
究
が
続
い
て
い
る
分
野
の
よ
う
で
あ
り
、
さ
ら
に
今
後
の
動
向
が
注
目
さ
れ
る
。

結
論
的
に
言
え
ば
、
「
第
二
類
藏
經
、
つ
ま
り
房
山
石
經
な
り
契
丹
藏
と
い
う
も
の
が
、
一
番
唐
代
の
そ
れ
に
近
い
」
と
い
う
こ
と
に
な

ろ
う
か
。
経
典
の
本
文
研
究
の
う
え
で
、
ど
の
本
に
ま
ず
注
目
す
べ
き
か
、
自
ず
と
明
か
で
あ
ろ
う
。

§
」ｌ

の
」
と
想
｛
疋
で
き
る
こ
と
に
あ
る
。

二
大
正
蔵
と
三
分
類
の
関
係
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で
あ
り
、
い
ず
れ
も
第
三
類
の
江
南
諸
蔵
で
あ
る
。
大
正
蔵
は
、
こ
の
よ
う
に
高
麗
版
を
底
本
と
し
、
三
本
と
校
合
す
る
の
が
基
本
で
あ

り
、
こ
の
四
本
の
み
に
よ
る
経
論
も
多
数
を
数
え
る
。
さ
ら
に
、
た
と
え
ば
宮
内
省
圖
耆
寮
本
（
宮
本
）
が
利
用
さ
れ
て
い
る
も
の
も
多
々

⑬

見
ら
れ
る
が
、
宮
内
省
本
は
、
毘
盧
蔵
（
福
州
開
元
寺
版
）
を
主
と
し
一
部
を
崇
寧
蔵
（
福
州
東
禅
寺
版
）
で
補
っ
た
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
も

ま
た
江
南
諸
蔵
で
あ
る
。
つ
ま
り
こ
れ
ら
の
大
正
蔵
が
利
用
し
て
い
る
諸
本
は
、
先
の
三
分
類
で
言
え
ば
、
第
一
類
と
第
三
類
の
範
囲
内

⑭

に
限
ら
れ
る
わ
け
で
あ
り
、
第
二
類
蔵
経
が
参
照
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
に
な
る
。

⑮

こ
れ
に
対
し
て
大
正
蔵
の
校
本
中
で
注
目
す
べ
き
な
の
は
、
聖
語
蔵
本
、
つ
ま
り
我
が
国
の
奈
良
朝
写
経
で
あ
る
。
奈
良
朝
写
経
は
年

代
的
に
見
て
も
上
記
の
刊
本
大
蔵
経
に
先
行
す
る
の
み
な
ら
ず
、
竺
沙
氏
に
よ
れ
ば
、
敦
煙
写
本
と
良
く
一
致
す
る
場
合
が
多
く
、
三
分

⑯

類
中
の
第
二
類
蔵
経
と
同
様
、
唐
代
長
安
の
正
統
的
な
写
経
の
姿
を
伝
え
る
も
の
と
想
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
敦
埋
写
本
中
に
は
一
部
、

⑰

真
贋
問
題
が
あ
る
と
は
い
え
、
唐
代
よ
り
さ
ら
に
遡
る
南
北
朝
期
の
写
経
さ
え
含
ま
れ
て
お
り
、
そ
の
価
値
に
つ
い
て
は
、
い
ま
さ
ら
述

⑱

く
る
ま
で
も
な
い
だ
ろ
う
が
、
こ
れ
と
同
系
統
の
も
の
、
並
ぶ
も
の
と
し
て
奈
良
朝
写
経
を
評
価
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
よ
っ

て
、
古
写
本
と
し
て
は
敦
埠
写
本
、
奈
良
朝
写
経
、
刊
本
（
刻
本
）
と
し
て
は
契
丹
蔵
、
房
山
石
経
を
、
中
国
に
お
け
る
最
も
標
準
的
か
つ

原
初
形
態
に
近
い
本
文
を
伝
え
る
グ
ル
ー
プ
と
し
て
位
置
づ
け
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。

⑲

こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
二
○
○
○
年
よ
り
刊
行
が
開
始
さ
れ
現
在
継
続
中
の
聖
語
蔵
の
○
口
‐
幻
○
冨
化
は
、
大
い
に
注
目
す
べ
き

事
業
で
あ
る
こ
と
が
理
解
で
き
よ
う
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
様
々
な
観
点
か
ら
の
評
価
・
利
用
法
が
あ
り
得
る
だ
ろ
う
が
、
仏
教
学
・
教

理
学
的
経
典
研
究
の
立
場
か
ら
す
れ
ば
、
同
本
が
上
述
の
よ
う
に
唐
代
写
経
の
姿
を
伝
え
る
も
の
で
あ
る
点
に
こ
そ
、
そ
の
意
義
が
あ
る

と
言
え
よ
う
。
ま
た
、
近
年
各
所
で
行
わ
れ
て
い
る
平
安
・
鎌
倉
期
の
写
経
の
調
査
・
研
究
も
、
そ
れ
ら
後
代
の
写
経
に
奈
良
朝
写
経
を

⑳

元
と
し
て
書
写
さ
れ
た
も
の
が
多
数
存
在
す
る
点
こ
そ
が
注
目
に
値
す
る
わ
け
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
、
大
蔵
経
中
の
全
経
典
に
つ
い
て
以
上
の
よ
う
な
こ
と
が
言
え
る
か
ど
う
か
は
未
確
定
で
あ
り
、
実
際
に
は
個
々
の
経
典
に

つ
い
て
一
々
精
査
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
し
か
し
一
方
、
個
別
の
経
典
研
究
に
お
い
て
、
諸
大
蔵
経
の
全
般
的
な
系
統
・
傾
向
の
把
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握
に
基
づ
き
、
諸
本
の
関
係
に
予
め
一
定
の
見
通
し
・
仮
説
を
立
て
て
お
く
こ
と
は
、
効
率
の
点
か
ら
も
研
究
の
厳
密
性
の
点
か
ら
も
、

⑳
⑳

極
め
て
有
効
か
つ
必
要
な
前
提
と
な
り
得
よ
う
。
近
年
、
こ
の
よ
う
な
観
点
を
踏
ま
え
た
個
別
の
典
籍
研
究
も
な
さ
れ
て
き
て
い
る
と
こ

ろ
で
あ
り
、
本
小
考
も
同
様
な
方
向
を
目
指
し
て
い
る
。

冒
頭
、
若
干
言
及
し
て
お
い
た
よ
う
に
、
近
年
、
特
に
中
国
や
台
湾
に
お
い
て
各
種
の
写
本
・
刊
本
類
の
影
印
出
版
が
盛
ん
で
あ
る
が
、

そ
の
中
で
最
も
注
目
す
べ
き
叢
書
と
し
て
「
中
華
大
蔵
経
」
漢
文
部
分
、
全
一
○
六
冊
（
以
下
、
『
中
華
』
と
略
）
が
あ
る
。
同
叢
書
の
最
大

⑳

の
特
徴
は
、
底
本
と
し
て
金
蔵
が
存
在
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
金
蔵
を
、
そ
れ
以
外
に
つ
い
て
は
高
麗
版
等
を
用
い
、
大
正
蔵
が
底
本
か

ら
改
め
て
活
字
を
組
ん
だ
の
と
は
異
な
り
、
そ
の
底
本
の
影
印
を
本
文
と
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
第
二
四
冊
、
八
五
三
～
八
八
五
頁
所

収
、
五
七
八
番
の
『
菩
薩
理
路
本
業
経
」
も
そ
の
底
本
は
金
蔵
に
よ
っ
て
い
る
。

い
ま
一
つ
の
特
色
と
し
て
、
基
本
的
に
八
種
と
い
う
多
種
の
対
校
本
を
利
用
し
、
し
か
も
そ
の
中
に
前
述
の
房
山
石
経
本
が
含
ま
れ
て

い
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
大
正
蔵
は
、
基
本
的
に
は
第
一
類
の
麗
本
と
第
三
類
の
三
本
を
校
合
し
、
第
二
類
に
あ
た
る
本
と
し
て
聖
語

蔵
本
が
こ
れ
を
補
う
も
の
と
な
り
得
る
わ
け
だ
が
、
『
理
珸
経
」
等
、
聖
語
蔵
と
の
対
校
が
な
さ
れ
て
い
な
い
経
典
も
多
い
。
こ
れ
に
対
し

て
「
中
華
」
で
は
房
山
石
経
が
第
二
類
蔵
経
の
系
統
を
伝
え
る
役
割
を
果
た
し
て
お
り
、
そ
の
利
用
範
囲
は
、
大
正
蔵
に
お
い
て
聖
語
蔵

が
校
合
に
加
え
ら
れ
た
場
合
よ
り
も
多
く
の
経
典
に
わ
た
っ
て
い
る
。
房
山
石
経
本
の
価
値
に
つ
い
て
は
、
ご
く
最
近
漸
く
刊
行
さ
れ
た

⑳

目
録
、
『
中
華
大
蔵
経
總
目
」
（
中
華
書
局
、
二
○
○
四
年
一
月
）
の
任
繼
愈
「
序
」
に
お
い
て
も
特
筆
さ
れ
て
い
る
（
一
三
頁
）
。
な
お
、
現
在

⑳

は
房
山
石
経
（
遼
金
刻
経
）
自
体
も
既
に
そ
の
全
容
が
影
印
さ
れ
て
お
り
、
『
瑛
珸
経
」
も
参
照
可
能
な
状
況
に
あ
る
。

一
方
、
『
中
華
」
の
問
題
点
を
挙
げ
て
お
く
と
、
そ
の
校
合
の
精
度
が
高
く
な
い
こ
と
が
ま
ず
挙
げ
ら
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
「
中
華
」
全
体

に
わ
た
っ
て
確
認
し
た
も
の
で
は
な
い
の
だ
が
、
『
瑛
略
経
」
二
巻
に
つ
い
て
精
査
し
た
結
果
、
極
め
て
基
本
的
な
校
合
ミ
ス
を
行
っ
て
い

三
『
中
華
大
蔵
経
』
の
意
義
と
問
題
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る
箇
所
が
見
ら
れ
、
筆
者
が
確
認
で
き
た
だ
け
で
も
二
巻
中
、
単
な
る
誤
植
と
思
わ
れ
る
箇
所
を
含
め
て
三
十
一
箇
所
に
及
ん
だ
。
仮
に

同
程
度
の
率
で
一
蔵
全
巻
に
及
ん
で
い
る
と
す
れ
ば
、
無
批
判
に
そ
の
校
記
を
利
用
す
る
こ
と
は
極
め
て
危
険
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

高
麗
版
や
房
山
石
経
と
い
っ
た
既
に
影
印
本
が
出
版
さ
れ
て
い
る
も
の
に
関
し
て
は
、
そ
れ
ら
に
よ
っ
て
再
確
認
す
る
こ
と
が
不
可
欠
と

思
わ
れ
る
。
ま
た
、
『
理
路
経
」
に
関
し
て
言
え
ば
、
普
寧
蔵
が
校
勘
記
に
ま
っ
た
く
挙
げ
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
も
、
い
さ
さ
か
不
審
に
思

わ
れ
る
。
普
寧
蔵
は
大
正
蔵
の
「
元
本
」
に
あ
た
り
、
江
南
諸
蔵
の
一
で
あ
る
か
ら
、
底
本
の
金
蔵
と
全
同
な
ど
と
い
う
こ
と
は
あ
り
得

な
い
は
ず
な
の
に
、
校
異
中
に
一
例
も
見
出
し
得
な
い
。
ご
く
単
純
に
考
え
れ
ば
普
寧
蔵
の
み
校
勘
に
使
用
し
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で

あ
る
が
、
普
寧
蔵
は
我
が
国
に
お
い
て
は
決
し
て
珍
し
い
本
で
は
な
い
の
だ
が
、
中
国
に
お
い
て
は
『
躍
珸
経
」
に
該
当
す
る
巻
が
残
さ

れ
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
ろ
う
か
。

次
に
、
た
し
か
に
『
中
華
」
は
、
大
正
蔵
よ
り
多
数
の
本
を
対
校
本
と
し
て
い
る
の
だ
が
、
第
一
類
で
あ
る
金
蔵
・
高
麗
版
、
第
二
類

に
準
ず
る
房
山
石
経
以
外
の
諸
本
が
、
す
べ
て
同
系
統
の
江
南
諸
蔵
で
あ
る
と
い
う
点
も
念
頭
に
置
く
べ
き
で
あ
る
。
な
る
ほ
ど
、
よ
り

多
く
の
本
を
利
用
し
対
校
す
る
こ
と
は
無
意
味
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
が
、
同
系
統
の
本
を
こ
れ
ほ
ど
多
く
対
校
す
る
こ
と
が
果
た
し
て
不

可
欠
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
、
疑
問
に
思
わ
な
い
で
も
な
い
。
実
際
、
「
瑛
塔
経
」
の
校
勘
記
を
概
観
す
る
に
、
江
南
諸
蔵
五
本
は
み
な
一
致

し
て
い
る
場
合
が
圧
倒
的
に
多
く
（
後
述
）
、
大
正
蔵
の
よ
う
に
三
本
程
度
で
江
南
諸
蔵
を
代
表
さ
せ
る
に
止
め
、
他
類
の
蔵
経
と
の
対
校

に
厳
密
な
注
意
を
払
っ
た
方
が
学
術
的
完
成
度
は
か
え
っ
て
高
ま
っ
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
と
思
わ
れ
る
。
特
に
敦
埋
写
本
を
利
用
す
る

こ
の
よ
う
に
『
中
華
」
蔵
の
問
題
点
を
考
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
逆
に
個
々
の
経
典
研
究
の
た
め
に
『
中
華
」
の
成
果
の
上
に
、
何
が

為
さ
れ
る
べ
き
か
も
、
自
ず
と
浮
か
び
あ
が
っ
て
く
る
と
も
言
え
る
。
つ
ま
り
、
ひ
と
つ
は
「
中
華
』
の
校
勘
を
よ
り
厳
密
に
再
検
討
す

る
こ
と
、
そ
し
て
そ
こ
に
敦
埠
写
本
等
を
加
え
て
い
く
こ
と
で
あ
る
。

こ
と
が
有
益
で
あ
っ
た
ろ
う
。

｡ 旬
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⑳

こ
れ
ま
で
敦
燵
写
本
を
利
用
す
る
際
に
広
く
参
照
さ
れ
て
き
た
『
敦
埠
遺
書
總
目
索
引
」
（
中
華
害
局
、
一
九
八
三
）
を
見
る
と
、
『
理
洛

経
」
の
敦
煙
写
本
に
は
、
ス
タ
イ
ン
収
集
の
い
＄
ざ
（
二
四
一
頁
）
と
小
川
勤
之
助
蔵
本
（
三
三
四
頁
）
の
二
点
が
数
え
ら
れ
る
。
「
大
統
十

⑳

七
年
」
の
奥
書
を
有
す
る
小
川
蔵
本
に
つ
い
て
は
未
見
で
あ
る
が
、
い
＄
ｇ
は
『
敦
煙
宝
蔵
』
第
四
五
冊
に
よ
っ
て
参
看
が
可
能
で
あ
る
。

こ
れ
は
下
巻
の
み
が
現
存
し
て
お
り
、
か
つ
冒
頭
部
分
を
僅
か
に
欠
い
て
い
る
。
ま
た
書
写
年
代
を
示
す
奥
書
等
は
見
ら
れ
な
い
。

さ
て
、
敦
埠
写
本
中
の
戒
律
文
献
に
つ
い
て
は
、
総
合
的
な
先
行
研
究
と
し
て
土
橋
秀
高
「
戒
律
の
研
究
」
（
永
田
文
昌
堂
、
一
九
八
○
）

が
あ
り
、
こ
れ
に
よ
れ
ば
ス
タ
イ
ン
収
集
写
本
中
に
『
躍
略
経
」
は
三
本
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
（
六
六
二
頁
）
。

こ
れ
に
対
し
て
『
敦
埠
遣
耆
總
目
索
引
」
や
『
敦
煙
宝
蔵
」
の
索
引
目
録
で
あ
る
「
《
敦
埠
寶
蔵
》
遺
書
索
引
」
（
中
華
佛
學
研
究
所
論
叢
一

○
、
法
鼓
文
化
事
業
、
一
九
九
六
）
に
は
、
ス
タ
イ
ン
収
集
の
「
理
路
経
』
写
本
と
し
て
は
、
の
＄
ｇ
の
み
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、

ス
タ
イ
ン
写
本
中
に
は
、
も
う
一
本
「
瑛
塔
経
』
の
写
本
が
存
在
し
、
そ
れ
が
『
敦
埋
宝
蔵
』
中
に
も
収
録
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
確
認
さ

れ
た
。
土
橋
氏
の
指
摘
す
る
三
本
の
う
ち
の
一
本
に
あ
た
る
か
ど
う
か
は
不
明
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
は
い
鷺
ｇ
で
あ
り
、
「
敦
埋
遺
書
總

目
索
引
」
や
云
敦
埋
寶
蔵
》
遺
書
索
引
」
、
ま
た
近
年
刊
行
さ
れ
た
敦
埋
研
究
院
編
「
敦
埋
遺
書
總
目
索
引
新
編
」
（
中
華
書
局
、
二
○
○
○
）
、

二
五
頁
で
は
「
菩
薩
瑛
略
経
」
と
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
本
稿
で
問
題
と
し
て
い
る
『
理
洛
経
』
と
は
、
「
菩
薩
瑛
略
本
業
経
」
二

巻
な
の
で
あ
る
が
、
「
菩
薩
理
路
経
」
と
言
っ
た
場
合
に
は
竺
仏
念
訳
十
四
巻
『
菩
薩
瑛
珸
経
」
（
室
口
薩
瑛
珸
本
業
経
』
と
は
ま
っ
た
く
の
異
経
）

を
指
す
場
合
が
多
い
と
言
え
よ
う
。
そ
の
た
め
『
敦
煙
遺
書
總
目
索
引
」
を
は
じ
め
、
み
な
索
引
部
分
に
お
い
て
こ
れ
を
十
四
巻
本
の
項

マ
マ

に
標
挙
し
て
い
る
が
、
「
菩
薩
理
路
經
巻
上
」
（
「
敦
埠
遺
書
總
目
索
引
』
、
一
八
○
頁
）
「
中
有
品
題
・
・
菩
薩
瑛
略
經
賢
聖
名
字
品
第
三
・
」
（
藪

埠
遺
書
總
目
索
引
新
編
』
、
一
○
五
頁
）
と
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
理
解
で
き
る
よ
う
に
、
明
ら
か
に
二
巻
本
の
『
菩
薩
瑛
珸
本
業
経
」
の
写

本
で
あ
る
。
実
際
、
「
敦
煤
宝
蔵
」
第
二
八
冊
収
録
の
同
写
本
を
確
認
し
た
と
こ
ろ
、
確
か
に
二
巻
本
「
選
珸
経
」
上
巻
の
写
本
で
あ
っ
た
。

四
敦
煙
写
本
中
の
『
躍
烙
経
』
ｌ
の
髄
ｇ
も
「
菩
薩
瑛
珸
本
業
経
』
Ｉ
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こ
の
形
態
と
字
体
を
見
る
に
興
味
深
い
の
が
、
下
巻
の
み
の
ｍ
ｇ
ｇ
に
よ
く
類
似
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
両
写
本
は
、
あ
る
い
は

本
来
一
具
の
本
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
推
定
し
て
い
る
が
、
さ
ら
に
、
こ
の
の
終
ｇ
が
「
理
路
経
』
の
写
本
と
し
て
持
つ
意
義
と
し

て
極
め
て
注
目
す
べ
き
事
実
を
一
点
指
摘
し
て
お
き
た
い
。

筆
者
は
、
印
度
学
仏
教
学
会
第
五
十
四
回
学
術
大
会
（
於
佛
教
大
学
、
二
○
○
三
）
で
の
発
表
及
び
『
印
度
学
仏
教
学
研
究
」
第
一
○
三
号

所
収
「
菩
薩
瑛
洛
本
業
經
の
二
十
四
願
偶
に
つ
い
て
」
に
お
い
て
、
こ
れ
も
敦
埠
写
本
中
に
残
さ
れ
て
い
た
お
目
臨
）
数
少
な
い
『
瑛
略

経
」
の
注
釈
書
の
一
で
あ
る
「
本
業
瓊
略
経
疏
」
（
後
述
）
所
釈
の
二
十
四
願
偶
が
、
現
行
の
諸
本
の
偶
文
（
三
十
一
偶
）
よ
り
三
偶
少
な
く

（
二
十
八
偶
）
、
願
数
も
二
十
三
願
を
数
え
る
の
み
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
、
こ
の
注
釈
書
が
『
選
略
経
」
の
成
立
か
ら
そ
れ
ほ
ど
下
ら
な
い

⑳

六
世
紀
半
ば
頃
の
成
立
と
想
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
踏
ま
え
、
本
来
の
『
瑛
珸
経
」
の
偶
文
が
後
に
増
広
を
受
け
た
の
で
は
な
い
か
、
そ

の
場
合
の
意
図
は
、
阿
弥
陀
仏
の
二
十
四
願
の
願
数
と
一
致
さ
せ
る
こ
と
に
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
、
と
論
じ
た
。
こ
の
時
点
で
は
、
二

十
八
偶
．
二
十
三
願
と
い
う
形
式
の
テ
キ
ス
ト
自
体
は
未
だ
見
い
だ
し
て
お
ら
ず
、
疏
の
所
釈
の
経
文
か
ら
そ
の
よ
う
に
推
定
し
た
も
の

で
あ
っ
た
が
、
こ
の
の
鷺
ｇ
こ
そ
疏
か
ら
想
定
し
た
本
文
と
ま
っ
た
く
同
様
、
二
十
八
偶
．
二
十
三
願
を
数
え
る
も
の
で
あ
り
、
現
行
の

マ
マ

本
写
本
も
ま
た
冒
頭
、
大
正
蔵
で
一
段
強
ほ
ど
の
欠
落
が
あ
り
、
「
有
青
蓮
刹
。
佛
（
欠
落
）
極
青
金
林
刹
。
佛
名
蓋
精
進
。
菩
（
欠
落
）

極
有
寶
林
刹
。
佛
名
上
精
進
。
」
（
大
正
二
四
、
一
○
一
○
下
）
か
ら
始
ま
り
、
以
下
上
巻
末
ま
で
が
完
具
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
写
本
が
『
菩
薩
瑛
洛
本
業
経
』
で
は
な
く
「
菩
薩
理
略
経
』
と
さ
れ
て
し
ま
っ
た
の
に
は
理
由
が
あ
り
、
そ
の
品
第
二
に
「
菩
薩

選
珸
經
賢
聖
名
字
品
第
二
」
（
五
四
六
頁
、
下
段
）
と
記
さ
れ
、
ま
た
最
巻
末
に
「
菩
薩
瑛
塔
經
巻
上
」
（
五
五
九
頁
、
下
段
）
と
記
さ
れ
て
い

た
た
め
で
あ
る
。
ち
な
み
に
品
第
三
に
は
「
菩
薩
理
烙
本
業
經
賢
聖
學
観
品
第
三
」
と
具
に
経
名
が
記
さ
れ
て
い
る
。

書
写
年
代
を
記
す
奥
書
等
は
特
に
見
ら
れ
ず
、
こ
の
点
か
ら
の
耆
写
年
代
は
不
明
で
あ
る
。
一
方
、
書
写
の
形
態
を
見
る
に
、
一
行
あ

た
り
の
字
数
は
岨
Ｉ
認
字
を
基
本
に
し
て
い
る
が
、
そ
れ
ほ
ど
一
定
し
て
お
ら
ず
、
改
行
の
た
め
に
一
行
に
鯉
～
”
字
を
収
め
た
箇
所
も

ま
ま
見
ら
れ
る
、
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「
瑛
珸
経
」
の
成
立
に
あ
た
っ
て
多
く
の
影
響
を
与
え
た
「
仁
王
般
若
経
』
と
『
梵
網
経
』
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
多
数
の
注
釈
書

が
記
さ
れ
現
存
し
て
い
る
の
に
対
し
て
『
理
洛
経
』
に
対
す
る
そ
れ
は
極
め
て
少
な
い
。

諸
目
録
を
見
て
も
、
『
東
域
伝
灯
目
録
』
等
に
よ
り
新
羅
の
元
暁
と
義
寂
の
も
の
が
あ
っ
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
（
大
正
五
五
、
三
五
二

中
・
下
）
の
み
で
あ
り
、
う
ち
義
寂
の
も
の
は
現
在
散
逸
し
て
い
る
。
元
暁
の
も
の
は
、
幸
い
な
こ
と
に
現
存
し
卍
続
蔵
中
に
収
録
さ
れ
て

本
文
の
「
増
広
」
と
筆
者
が
想
定
し
た
三
偶
を
有
さ
な
い
本
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
二
十
八
偶
か
ら
三
十
一
偶
へ
の
増
広
が
あ
る
時
期
に
為
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
前
者
が
あ
く
ま
で
経
の
古
形
を
示
し
て
い
る
と
す

る
な
ら
ば
、
本
写
本
の
書
写
年
代
自
体
も
相
当
程
度
古
い
時
期
に
置
く
こ
と
が
可
能
か
も
し
れ
な
い
。
こ
れ
に
つ
い
て
現
時
点
で
一
応
の

基
準
を
提
示
し
て
み
る
と
、
ま
ず
、
他
の
文
献
に
お
け
る
こ
の
偶
文
へ
の
言
及
と
し
て
、
管
見
の
範
囲
内
で
は
、
智
傭
（
六
○
二
～
六
六
八
）

「
華
厳
経
捜
玄
記
」
に
お
け
る
言
及
（
大
正
三
五
、
二
八
上
）
が
古
い
例
と
し
て
見
ら
れ
、
そ
こ
で
は
既
に
二
十
四
願
と
な
っ
て
い
る
。
よ
っ

⑳

て
「
捜
玄
記
」
の
成
立
年
代
と
さ
れ
る
六
二
八
あ
る
い
は
六
二
九
年
頃
に
は
、
増
広
さ
れ
た
経
文
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
が
確
実
で
あ
り
、

本
写
本
は
遅
く
と
も
六
二
九
年
以
前
に
書
写
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
か
と
想
定
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
た
だ
し
、
た
ま
た
ま
伝
承
さ

れ
て
き
た
古
い
形
態
の
本
が
後
代
に
書
写
さ
れ
た
も
の
と
考
え
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
が
、
そ
の
場
合
で
も
『
選
略
経
」
の
六
二
九
年
以

前
の
古
形
が
そ
こ
か
ら
窺
わ
れ
る
こ
と
は
同
様
で
あ
り
、
「
瑳
略
経
」
研
究
に
お
け
る
本
写
本
の
重
要
性
は
揺
る
が
な
い
所
で
あ
ろ
う
。

さ
て
、
以
上
の
二
十
四
願
を
巡
る
問
題
は
、
ま
ず
『
瑳
塔
経
」
の
注
釈
書
に
記
さ
れ
た
経
文
を
見
る
こ
と
に
よ
っ
て
浮
か
び
上
が
っ
て

き
た
も
の
で
あ
っ
た
。
す
る
と
、
『
瑛
烙
経
」
の
諸
本
に
つ
い
て
考
え
る
上
で
は
、
注
釈
書
中
に
記
さ
れ
た
経
文
部
分
も
諸
本
の
一
に
準
ず

る
も
の
と
し
て
検
討
の
余
地
が
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
で
続
い
て
『
理
珸
経
』
の
現
存
注
釈
害
の
概
要
に
つ
い
て
整
理
す
る
こ

と
と
し
た
い
。

五
『
躍
烙
経
』
の
注
釈
害
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い
る
が
、
こ
れ
も
下
巻
（
本
業
経
疏
巻
下
、
新
纂
卍
三
九
、
台
湾
版
第
六
一
冊
。
以
下
「
元
暁
睡
と
略
）
の
み
で
あ
り
、
賢
聖
学
観
品
第
三
の
中

途
「
九
入
法
際
智
所
謂
四
十
辨
才
」
（
第
九
地
の
心
所
行
法
）
以
降
の
釈
で
あ
る
。

卍
続
蔵
収
録
典
籍
は
、
一
般
的
に
そ
の
底
本
等
の
来
歴
が
不
明
な
場
合
が
多
く
、
こ
の
『
元
暁
疏
」
も
同
様
で
あ
る
が
、
同
疏
が
我
国

に
お
い
て
一
定
の
流
布
を
み
た
よ
う
で
あ
る
こ
と
は
、
日
本
撰
述
の
諸
文
献
に
お
け
る
引
用
例
に
よ
っ
て
確
認
さ
れ
る
。
福
士
慈
稔
「
新

⑳

羅
元
暁
研
究
」
（
平
文
社
、
二
○
○
四
）
に
は
、
元
暁
の
著
作
の
本
邦
に
お
け
る
諸
目
録
上
の
記
載
や
章
疏
に
お
け
る
引
用
例
が
整
理
さ
れ
て

お
り
本
疏
に
つ
い
て
も
参
考
と
な
る
。
特
に
現
在
散
供
し
て
い
る
上
巻
部
分
の
引
用
例
を
有
す
る
典
籍
が
確
認
さ
れ
る
こ
と
は
注
目
に
値

一
方
、
『
仏
耆
解
説
大
辞
典
」
に
よ
っ
て
卍
続
蔵
本
以
外
の
『
元
暁
疏
」
の
現
存
状
況
を
確
認
し
て
み
る
と
、
「
本
業
經
疏
」
の
項
に
「
罵

本
（
京
大
、
藏
・
一
四
ホ
・
七
）
」
、
「
暖
略
本
業
經
疏
」
の
項
に
「
爲
本
（
哲
、
ゐ
・
一
・
左
．
二
六
）
」
と
あ
り
、
京
大
本
は
蔵
経
書
院
本
と
考

え
ら
れ
る
の
で
、
こ
れ
が
卍
続
蔵
本
の
元
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
な
お
、
現
行
の
卍
続
蔵
本
に
は
校
勘
記
が
付
さ
れ
て
お
り
、
お
そ
ら

く
蔵
経
書
院
本
の
作
成
以
前
に
二
本
以
上
が
参
照
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
が
窺
い
知
ら
れ
る
。

ま
た
、
こ
の
卍
続
蔵
本
で
興
味
深
い
の
は
、
そ
の
最
巻
末
に
明
の
智
旭
（
一
五
九
九
～
一
六
五
五
）
『
閲
蔵
知
津
」
の
『
理
略
経
」
の
項
（
「
昭

和
法
宝
總
目
録
』
第
三
巻
、
一
二
○
○
上
～
中
参
）
が
そ
の
ま
ま
付
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
な
お
、
そ
の
付
載
を
指
示
す
る
文
中
に
「
素

革
法
師
」
と
あ
る
の
は
、
卍
続
蔵
の
元
本
が
そ
う
で
あ
っ
た
の
か
、
卍
続
蔵
編
蟇
の
際
に
そ
う
記
さ
れ
た
の
か
不
明
で
あ
る
が
、
「
素
華
法

⑪

師
」
の
誤
り
で
あ
ろ
う
。
当
該
箇
所
は
智
旭
を
指
し
て
お
り
、
そ
の
別
名
と
し
て
は
出
家
の
際
の
法
名
と
思
わ
れ
る
「
素
華
」
以
外
考
え

革
法
師
」
と
あ
る
の
は
、

師
」
の
誤
り
で
あ
ろ
う
。

ら
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。

｛
９
る
だ
ろ
う
／
。

ま
た
「
元
暁
疏
』
は
、
『
韓
国
仏
教
全
書
」
第
一
冊
に
も
収
録
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
底
本
は
卍
続
蔵
本
で
あ
り
、
対
校
本
も
な
い
と
こ

ろ
か
ら
、
本
文
自
体
は
そ
れ
ほ
ど
注
目
す
べ
き
も
の
で
は
な
い
。
た
だ
し
冒
頭
に
卍
続
蔵
本
に
は
欠
く
元
暁
の
自
序
を
付
載
し
て
い
る
点

は
有
意
義
で
あ
る
。
も
っ
と
も
そ
の
底
本
は
『
東
文
選
」
（
朝
鮮
古
書
刊
行
会
、
一
九
一
四
。
学
習
院
東
洋
文
化
研
究
所
、
一
九
七
○
）
巻
八
三
に

ワワ
臼 イ



は
、
『
敦
埋
疏
』
と
略
）
。

⑭

以
上
、
現
在
参
照
し
得
る
『
瑛
略
経
」
の
諸
本
と
注
釈
書
に
つ
い
て
、
、
王
要
な
も
の
を
刊
行
物
を
中
心
に
検
討
し
て
き
た
。
こ
れ
等
以

外
に
、
各
地
の
寺
院
や
図
書
館
等
に
保
存
さ
れ
た
古
写
本
・
古
刊
本
の
類
も
存
在
す
る
で
あ
ろ
う
が
、
霞
略
経
』
の
本
文
批
評
と
い
う
観

点
か
ら
は
右
諸
本
の
み
に
よ
っ
て
も
相
当
程
度
の
正
確
な
検
討
が
な
さ
れ
得
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
、
参
考
ま
で
に
大
谷
大
学
図
書

館
所
蔵
古
刊
本
に
つ
い
て
の
み
一
言
し
て
お
き
た
い
。

本
学
所
蔵
の
『
瓊
塔
経
」
古
刊
本
と
し
て
『
瑞
蓮
寺
文
庫
目
録
」
、
七
頁
に
余
大
困
尉
を
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
る
。
目
録
上
は
明
の

「
崇
禎
二
（
岳
＄
）
年
刊
」
と
さ
れ
て
い
る
が
、
明
ら
か
に
我
が
国
に
お
い
て
明
の
嘉
興
蔵
本
に
訓
点
・
送
り
が
な
を
付
し
て
覆
刻
し
た

も
の
で
あ
り
、
崇
禎
の
刊
記
は
嘉
興
蔵
の
も
の
で
あ
る
。
嘉
興
蔵
の
覆
刻
で
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
あ
る
い
は
黄
檗
版
の
離
れ
で
あ
る
か
も

収
録
さ
れ
て
い
る
（
学
習
院
東
洋
文
化
研
究
所
版
、
第
三
、
二
九
三
～
二
九
四
頁
）
も
の
で
あ
る
。

数
少
な
い
一
躍
珸
経
」
の
注
釈
と
し
て
、
散
供
し
た
義
寂
の
も
の
と
「
元
暁
疏
」
と
、
新
羅
の
も
の
が
二
点
数
え
ら
れ
る
こ
と
は
、
『
華

厳
経
」
と
「
瑛
略
経
」
の
差
異
を
強
調
し
前
者
の
後
者
に
対
す
る
優
越
を
説
く
智
侭
の
学
説
な
ど
と
比
較
し
て
「
当
時
の
新
羅
で
は
『
鑿

⑫

珸
経
」
が
い
か
に
重
視
さ
れ
て
い
た
か
」
を
示
す
も
の
と
言
え
よ
う
。

「
躍
塔
経
」
の
注
釈
害
と
し
て
は
、
こ
の
元
暁
疏
以
外
に
は
、
上
記
の
敦
煙
写
本
、
の
目
鹿
が
現
存
す
る
の
み
で
あ
る
。
五
三
五
～
五

⑬

六
○
頃
に
成
立
し
た
地
論
系
の
文
献
と
想
定
さ
れ
て
い
る
本
疏
は
、
冒
頭
と
末
を
若
干
欠
い
て
い
る
と
は
い
え
『
理
路
経
」
上
巻
を
対
象

と
す
る
部
分
が
現
存
し
十
分
そ
の
内
容
を
窺
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
現
在
「
本
業
瑛
略
経
疏
」
と
の
擬
題
が
付
さ
れ
大
正
蔵
八
五
巻
古

逸
部
に
収
録
さ
れ
て
い
る
が
、
活
字
化
の
際
に
か
な
り
の
誤
読
も
為
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
り
、
『
敦
埠
宝
蔵
」
第
二
三
冊
所
収
の
影
印
本

等
に
よ
っ
て
原
写
本
を
参
照
す
る
必
要
が
あ
る
。
そ
の
他
、
本
疏
の
引
用
経
論
を
中
心
と
し
た
概
要
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
敦
埠
本
『
本

業
理
路
経
疏
」
の
引
用
経
論
に
つ
い
て
」
（
「
大
谷
大
学
大
学
院
研
究
紀
要
』
第
一
九
号
、
二
○
○
二
）
を
参
照
願
い
た
い
（
以
下
、
本
疏
に
つ
い
て

し
れ
な
い
。
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七
の
一
『
中
華
大
蔵
経
」
校
勘
記
の
分
析

『
瑛
略
経
』
の
参
照
可
能
な
諸
本
に
は
以
上
数
点
が
存
在
す
る
の
だ
が
、
で
は
こ
れ
ら
を
ど
の
よ
う
に
評
価
し
利
用
し
た
ら
良
い
の
で

あ
ろ
う
か
？
そ
の
た
め
に
は
ま
ず
諸
本
が
ど
の
よ
う
な
相
互
関
係
に
あ
る
の
か
、
そ
し
て
本
文
に
ど
の
よ
う
な
系
統
的
な
特
色
が
あ
る

の
か
、
と
い
っ
た
点
を
総
合
的
に
明
確
に
し
て
お
く
必
要
が
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
以
下
、
諸
本
の
記
述
の
異
同
に
つ
い
て
先
に
見
て
き
た
大

蔵
経
の
三
分
類
を
前
提
と
し
な
が
ら
、
諸
本
の
相
互
関
係
と
傾
向
を
特
に
数
量
的
に
分
析
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
考
え
て
み
た
い
。

そ
の
際
資
料
と
し
て
は
、
金
蔵
、
房
山
石
経
と
い
う
重
要
な
二
本
を
校
勘
に
加
え
て
い
る
『
中
華
」
本
の
校
勘
記
に
注
目
し
て
分
析
を

進
め
る
こ
と
に
す
る
。
大
正
蔵
を
参
照
す
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
の
底
本
・
校
本
は
『
壌
珸
経
」
の
場
合
、
元
本
（
普
寧
蔵
）
以
外

す
べ
て
「
中
華
」
で
も
使
用
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
元
本
が
利
用
さ
れ
て
い
な
い
と
し
て
も
、
こ
れ
と
同
系
統
の
江
南
諸
蔵
五
種
が
利
用
さ

れ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
、
「
中
華
」
に
絞
っ
て
検
討
す
る
方
が
煩
瓊
に
渉
る
こ
と
が
な
く
か
え
っ
て
有
効
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
『
中
華
」
の

⑮

校
勘
に
は
前
述
の
よ
う
に
誤
り
も
多
く
、
こ
の
点
は
房
山
石
経
等
、
各
々
の
影
印
本
を
可
能
な
限
り
確
認
す
る
こ
と
で
、
こ
れ
を
補
う
こ

そ
の
訓
点
・
送
り
が
な
は
、
江
戸
期
に
お
け
る
『
瑛
珸
経
」
読
解
の
一
例
を
示
す
も
の
と
し
て
参
照
さ
れ
る
べ
き
意
義
は
あ
る
が
、
読

解
の
精
度
は
必
ず
し
も
高
く
な
い
。
筆
者
は
か
っ
て
該
本
の
訓
点
・
送
り
が
な
に
忠
実
に
書
き
下
し
文
を
作
成
し
よ
う
と
試
み
た
こ
と
が

あ
っ
た
が
、
途
中
で
疑
問
と
思
わ
れ
る
読
み
が
あ
ま
り
に
も
多
数
に
及
ん
だ
こ
と
か
ら
、
作
成
方
針
を
変
更
し
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
『
選
珸

経
」
の
経
文
理
解
の
困
難
さ
を
示
す
一
例
と
も
言
え
よ
う
。

し
」
‐
と
手
９
つ
勾
瞳

さ
て
そ
こ
で
、

の
よ
う
に
な
る
。

繰
り
返
し
に
な
る
が
大
蔵
経
の
三
分
類
に
基
づ
き
『
中
華
」
で
利
用
さ
れ
て
い
る
諸
本
を
改
め
て
整
理
し
て
見
れ
ば
次

七
『
瑳
洛
経
』
諸
本
の
比
較
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体
で
三
七
二
例
が
数
え
ら
れ
る
。

こ
の
う
ち
、
同
系
統
で
あ
る
第
三
類
の
五
種
は
、
校
勘
記
に
指
示
が
あ
る
箇
所
で
も
お
互
い
に
す
べ
て
一
致
す
る
場
合
が
圧
倒
的
に
多

い
。
総
校
勘
記
数
が
三
六
三
例
あ
る
う
ち
二
例
（
上
・
下
巻
、
各
々
冒
頭
）
は
底
本
指
示
で
あ
り
、
三
六
一
例
が
異
同
の
指
示
と
い
う
こ

と
に
な
る
が
、
そ
の
中
で
第
三
類
が
底
本
と
異
な
る
場
合
に
、
こ
の
五
種
（
資
・
磧
・
南
・
径
・
清
）
が
一
致
し
て
い
な
い
パ
タ
ー
ン
が

見
ら
れ
る
の
は
、
次
の
二
○
例
を
数
え
る
に
す
ぎ
な
い
。

磧
・
南
・
径
・
清
（
が
一
致
し
て
底
本
と
異
な
る
、
以
下
同
）
、
七
例
。
径
・
清
、
五
例
。
磧
・
南
、
一
例
。
資
・
磧
・
南
と
径
・
清
、

一
例
。
資
・
磧
・
南
・
清
と
径
、
一
例
。
南
・
径
・
情
、
一
例
。
南
、
一
例
。
径
、
一
例
。
清
、
二
例
。

最
初
の
七
例
は
、
江
南
諸
蔵
内
に
お
け
る
資
福
蔵
の
特
異
性
を
示
唆
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
と
も
か
く
、
上
記
の
二
○
例
以
外
は
、

す
べ
て
第
三
類
は
一
致
し
て
い
る
わ
け
で
あ
り
、
第
三
類
全
体
を
ひ
と
ま
と
ま
り
の
異
本
と
仮
定
し
、
こ
れ
と
第
一
類
・
第
三
類
と
を
比

較
検
討
す
る
こ
と
が
系
統
的
特
色
把
握
の
た
め
に
は
、
か
え
っ
て
有
効
と
思
わ
れ
る
。

⑯

さ
て
、
総
校
勘
記
中
で
異
同
を
示
す
三
六
一
例
に
管
見
の
範
囲
で
気
づ
い
た
『
中
華
」
校
訂
者
の
見
落
と
し
の
十
一
例
を
加
え
る
と
全

2 ］

房
山
石
経
本
（
以
下
、

３
．
第
三
類
（
江
南
諸
蔵
）

そ
の
他
五
種
（
資
福

第
一
類

金
蔵
（

高
麗
版

第
二
類

と
略
）

（
底
本
、
以
下
、
「
金
本
」
と
略
）

咄
（
以
下
、
「
麗
本
」
と
略
）

（
開
宝
蔵
系
）

（
資
福
蔵

「
石
本
」
と
略
）

磧
砂
蔵
・
永
楽
南
蔵
・
径
山
蔵
（
Ⅱ
嘉
與
蔵
）
・
清
蔵
（
普
寧
蔵
を
欠
く
？
）
。
以
下
、
総
称
し
て
「
南
本
」
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以
上
の
よ
う
に
全
体
の
検
討
範
囲
を
確
定
し
た
う
え
で
、
そ
の
中
で
底
本
で
あ
る
金
本
に
対
し
て
、
麗
本
及
び
石
本
に
異
同
が
あ
る
例

を
抜
き
出
す
と
、
計
二
三
例
が
数
え
ら
れ
る
。
全
体
の
三
七
二
か
ら
こ
の
二
三
を
引
い
た
二
五
九
例
が
、
南
本
の
み
が
異
な
り
、
金

本
・
石
本
・
麗
本
の
三
種
が
一
致
し
て
い
る
箇
所
と
な
る
。
つ
ま
り
、
諸
本
中
に
異
同
が
あ
る
中
、
全
体
の
約
七
割
は
南
本
の
み
が
異
な

っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
第
一
類
・
第
二
類
に
対
す
る
第
三
類
の
差
異
が
大
で
あ
る
こ
と
が
窺
え
よ
う
。

次
に
問
題
と
な
る
の
は
、
第
一
類
と
第
二
類
と
の
関
係
で
あ
る
。
事
前
に
予
測
を
立
て
れ
ば
、
同
系
統
で
あ
る
第
一
類
の
金
本
と
麗
本

が
一
致
す
る
場
合
が
多
く
、
第
二
類
の
石
本
が
前
者
二
本
と
異
な
る
場
合
が
多
い
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
こ
で
、
三
者
に
異

同
の
あ
る
二
三
例
に
つ
い
て
、
Ａ
金
本
の
み
が
異
な
る
（
石
本
と
麗
本
が
一
致
）
、
Ｂ
石
本
の
み
が
異
な
る
（
金
本
と
麗
本
が
一
致
）
、

Ｃ
麗
本
の
み
が
異
な
る
（
金
本
と
石
本
が
一
致
）
、
Ｄ
三
者
が
異
な
る
、
の
四
種
に
分
類
し
て
み
た
。
予
想
が
正
し
け
れ
ば
、
Ｂ
が
有
意
的

に
多
く
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
結
果
は
左
記
の
よ
う
に
な
っ
た
。

Ａ
（
金
本
の
み
が
異
な
る
）
Ⅱ
四
八
。
Ｂ
（
石
経
本
の
み
が
異
な
る
）
Ⅱ
二
四
。
Ｃ
（
麗
本
の
み
が
異
な
る
）
’
三
八
。

Ｄ
（
三
者
が
異
な
る
）
Ⅱ
三
。
計
’
二
三
。

見
事
に
予
測
に
反
し
て
、
Ａ
が
最
も
多
く
、
Ｂ
が
最
も
少
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
。
つ
ま
り
同
じ
第
一
類
に
あ
た
る
金
本
と
麗
本

が
一
致
し
て
い
る
場
合
（
Ｂ
）
よ
り
も
、
第
一
類
で
あ
る
麗
本
と
第
二
類
で
あ
る
石
経
本
が
一
致
し
て
い
る
Ａ
の
方
が
遙
か
に
多
い
わ
け

で
あ
る
。
金
本
（
第
一
類
）
と
石
本
（
第
二
類
）
の
一
致
度
は
両
者
の
中
間
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
で
は
、
「
第
一
類
と
第
二
類
の
系
統

が
異
な
る
」
と
い
う
こ
と
も
明
確
に
は
主
張
し
得
な
い
か
も
し
れ
な
い
（
一
行
の
字
数
等
の
版
式
か
ら
見
れ
ば
、
こ
の
系
統
の
差
は
明
ら
か
な
の

だ
が
）
。
こ
れ
は
い
っ
た
い
ど
う
考
え
れ
ば
よ
い
の
だ
ろ
う
か
。

筆
者
の
考
え
る
と
こ
ろ
、
こ
の
原
因
は
、
麗
本
の
校
正
の
結
果
に
よ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
と
思
う
。
高
麗
版
再
雌
本
の
編
蟇
の
際
、

守
其
等
に
よ
っ
て
為
さ
れ
た
校
正
の
過
程
に
つ
い
て
、
こ
こ
で
詳
論
す
る
余
裕
は
な
い
が
、
と
も
か
く
そ
の
際
に
底
本
と
さ
れ
た
の
は
開

宝
蔵
（
第
一
類
蔵
経
）
の
復
刻
で
あ
る
高
麗
版
初
離
本
で
あ
っ
た
の
に
対
し
て
、
校
本
と
し
て
契
丹
蔵
（
第
二
類
蔵
経
）
が
使
用
さ
れ
て
い
た

Q1
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こ
れ
に
関
係
す
る
他
の
一
事
例
と
し
て
、
名
字
品
第
二
お
け
る
四
十
二
位
の
菩
薩
の
秦
名
が
、
麗
本
で
は
割
注
に
な
っ
て
い
る
点
も
指

摘
で
き
る
。
金
蔵
で
は
こ
の
割
注
の
部
分
が
本
文
に
組
み
込
ま
れ
て
お
り
、
ま
た
江
南
諸
蔵
も
同
様
（
磧
砂
蔵
影
印
本
及
び
『
中
華
』
校
勘
記

を
参
照
）
な
の
だ
が
、
石
本
と
麗
本
と
後
述
の
敦
埠
写
本
の
み
が
こ
れ
を
割
注
と
し
て
い
る
。
仮
に
金
蔵
の
形
式
が
元
版
の
開
宝
蔵
の
そ

れ
を
踏
襲
し
た
も
の
と
す
れ
ば
、
麗
本
が
こ
れ
を
割
注
と
し
た
の
は
、
契
丹
蔵
の
形
式
に
よ
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

い
ず
れ
に
し
ろ
、
「
瓊
洛
経
』
の
本
文
の
同
異
の
傾
向
と
い
う
観
点
か
ら
は
、
第
一
類
と
第
二
類
を
裁
然
と
分
け
て
評
価
す
る
こ
と
は
、

少
な
く
と
も
麗
本
に
関
し
て
は
で
き
な
い
よ
う
で
あ
る
。

さ
て
、
以
上
見
て
き
た
金
本
等
三
種
に
異
同
が
あ
っ
た
校
勘
箇
所
と
南
本
の
関
係
は
ど
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
だ
ろ
う
か
。
先
述
の
よ

う
に
異
同
の
あ
る
中
、
二
五
九
例
は
、
金
・
石
・
麗
の
三
種
が
同
一
で
南
本
の
み
が
異
な
る
箇
所
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
三
種
に
異

同
が
あ
っ
た
二
三
例
の
中
に
も
南
本
と
の
異
同
が
見
ら
れ
る
わ
け
で
あ
り
、
そ
の
状
況
如
何
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
結
果
は
左

事
実
を
想
起
す
べ
き
で
あ
る
。
第
二
類
蔵
経
と
位
置
づ
け
た
石
本
は
、
こ
の
契
丹
蔵
の
姿
を
伝
え
る
も
の
で
あ
っ
た
。
だ
と
す
る
な
ら
ば
、
認

麗
本
に
お
い
て
石
本
と
一
致
す
る
箇
所
は
、
校
正
の
際
に
契
丹
蔵
に
従
っ
て
底
本
（
高
麗
初
雌
本
）
を
変
更
し
た
箇
所
で
あ
る
と
考
え
る
こ

高
麗
版
再
勝
本
の
校
正
に
関
し
て
は
、
一
般
に
『
高
麗
国
新
附
大
蔵
校
正
別
録
」
で
確
認
さ
れ
る
と
言
わ
れ
る
が
、
こ
れ
に
は
全
蔵
中

の
六
十
二
種
七
十
四
巻
の
校
正
が
収
め
ら
れ
て
い
る
の
み
で
あ
り
、
そ
の
中
に
「
理
洛
経
」
は
含
ま
れ
て
い
な
い
。
ま
た
、
『
別
緑
」
中
に

⑬

校
正
が
収
め
ら
れ
て
い
な
い
も
の
で
も
、
各
々
の
経
論
の
巻
末
に
校
正
が
記
さ
れ
て
い
る
場
合
も
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、
『
瑛

略
経
」
に
は
、
そ
の
記
録
も
ま
た
存
在
し
な
い
。
よ
っ
て
、
麗
本
の
『
壌
略
経
』
の
校
正
の
有
無
・
実
態
に
つ
い
て
詳
細
は
窺
え
な
い
の

だ
が
、
逆
に
今
回
明
ら
か
と
な
っ
た
、
石
本
と
麗
本
の
一
致
箇
所
が
比
較
的
多
い
と
い
う
事
実
こ
そ
が
、
そ
の
校
正
の
状
況
を
推
測
す
る

麗
本
に
お
い
て
石
本
と
豆

と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。

の
よ
う
な
状
況
で
あ
る
。

一
助
と
な
る
だ
ろ
う
。



次
に
、
注
釈
書
の
場
合
、
著
者
が
引
用
す
る
際
に
経
文
を
変
更
し
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
た
め
、
機
械
的
に
現
行
の
諸
本
の
経
文
と
比

較
し
て
異
同
を
云
々
す
る
こ
と
は
危
険
で
あ
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
そ
こ
で
、
以
下
で
は
ま
ず
「
中
華
」
で
校
勘
記
の
あ
る
箇
所
に
限

定
し
て
『
敦
埠
疏
」
の
所
釈
経
文
が
そ
の
中
の
い
ず
れ
の
記
述
と
一
致
す
る
か
、
と
い
う
観
点
か
ら
整
理
を
行
い
、
も
し
「
中
華
』
中
の

い
ず
れ
の
本
と
も
異
な
っ
た
場
合
は
、
著
者
の
変
更
の
可
能
性
を
考
え
、
検
討
の
要
素
か
ら
は
除
く
こ
と
に
し
た
。
次
項
の
「
元
暁
疏
」

の
場
合
も
同
様
の
基
準
で
取
り
扱
っ
て
い
る
。

そ
の
結
果
、
『
中
華
」
で
校
勘
記
が
付
さ
れ
て
い
る
箇
所
に
対
し
て
、
『
敦
埋
疏
」
の
異
同
が
確
認
で
き
る
も
の
が
六
九
例
、
う
ち
「
中

七
の
一
一
「
敦
埋
疏
」
の
経
文
と
の
比
較

続
い
て
「
敦
埋
疏
」
所
釈
の
経
文
と
『
中
華
」
の
諸
本
と
を
比
較
し
た
い
が
、
ま
ず
、
注
釈
書
中
の
経
文
を
検
討
に
含
め
る
際
に
考
え

ら
れ
る
問
題
点
を
先
に
確
認
し
て
お
く
。

第
一
に
比
較
の
対
象
が
あ
く
ま
で
引
用
箇
所
と
い
う
ご
く
一
部
に
限
ら
れ
る
た
め
、
事
例
の
絶
対
数
が
少
な
い
こ
と
に
留
意
す
べ
き
で

あ
る
。
よ
っ
て
数
値
的
差
も
誤
差
の
範
囲
内
で
あ
る
確
率
が
高
く
な
る
の
で
、
そ
の
点
、
幾
分
割
り
引
い
て
結
果
を
評
価
し
な
け
れ
ば
な

石
・
麗
と
南
本
が
一
致
（
以
下
同
）
Ⅱ
三
一
・
金
・
麗
と
Ⅱ
一
五
。
麗
の
み
と
Ⅱ
二
七
。
金
・
石
と
Ⅱ
八
。
金
の
み
と
Ⅱ
二
一
。

石
の
み
と
Ⅱ
七
・
不
一
致
Ⅱ
一
三
。
計
Ⅱ
三
三
。

こ
こ
か
ら
、
各
本
ご
と
に
南
本
と
一
致
す
る
数
値
を
ま
と
め
て
み
る
と
、
麗
Ⅱ
七
三
例
（
三
一
十
一
五
十
二
七
。
他
も
同
様
に
計
算
ゞ
石

Ⅱ
四
六
例
、
金
Ⅱ
三
五
例
と
な
り
、
麗
本
が
南
本
と
一
致
す
る
例
が
圧
倒
的
に
多
い
こ
と
が
判
明
す
る
。
あ
る
い
は
こ
れ
も
校
正
の
結
果

に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
？
と
も
か
く
、
三
種
の
内
で
は
、
江
南
諸
蔵
に
最
も
近
い
の
は
麗
本
の
よ
う
で
あ
る
。
金
本
と
石
本
の
差
異
は

誤
差
の
範
囲
内
と
考
え
ら
れ
な
く
も
な
い
が
、
強
い
て
言
え
ば
石
本
の
方
が
南
本
に
近
い
と
は
言
え
る
だ
ろ
う
か
。

ら
な
い
だ
ろ
話
う

ヘ ハ
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て
少
な
く
は
な
い
と
言
え
よ
う
。
こ
の
点
を
さ
ら
に

考
え
る
た
め
に
、
右
の
表
を
も
と
に
、
各
本
ご
と
に
一
致
し
て
い
る
数
を
集
計
し
て
み
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。

金
と
一
致
す
る
場
合
の
計
（
Ａ
＋
Ｄ
＋
Ｅ
＋
Ｉ
十
Ｊ
十
Ｋ
）
Ⅱ
四
三
。

石
と
一
致
す
る
場
合
の
計
（
Ａ
＋
Ｃ
＋
Ｅ
＋
Ｇ
十
Ｉ
）
’
四
四
。

麗
と
一
致
す
る
場
合
の
計
（
Ａ
＋
Ｃ
十
，
十
Ｆ
＋
Ｇ
＋
Ｌ
）
Ⅱ
四
六
。

南
と
一
致
す
る
場
合
の
計
（
Ｂ
＋
Ｃ
十
Ｄ
＋
Ｅ
十
Ｆ
十
Ｊ
）
’
二
五
。

敦埋疏

33

13

元暁疏

30

5

4

敦埋写本上

114

21

16

5

敦埋写本下

89

麗
南

石
南
麗

金
石

Ａ
Ｂ
Ｃ

８
８
３
０
０

６
｜
月D|金･麗・南 ）

銅
癖
確
硫
麺
諦
一
金
麗
筆
石
一
計

致ｊ不

Ｅ
Ｆ
Ｇ
Ｈ
１
Ｊ
Ｋ
Ｌ
Ｍ
Ｎ

1 ０
’
２
’
２
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
１
ｌ
０
ｌ
ｌ
ｌ
２
ｌ
０
｜
｜
｜
弱

寵･南

一一二

石･腿

３
－
３

１
１

ｌ
｜
旧
－
３

Ｕ
’
３ ８

ｌ
６
ｌ
５
ｌ
２
ｌ
４
ｌ
６
ｌ
喝
一
ｍ

銅
金
麗

1

〔
ｊ
ｌ
ｎ

２

２
ｌ
０
ｌ
０
ｌ
ｌ
“

1

４
’
５

七

(不一致）

Ｕ
｜
’

145

華
」
諸
本
中
に
一
致
す
る
記
述
が
見
ら
れ
な
い
三
例

を
除
く
六
六
例
が
検
討
対
象
と
な
っ
た
。
そ
の
検
討

結
果
を
整
理
し
、
後
述
の
他
本
の
検
討
結
果
と
と
も

に
一
覧
化
し
た
の
が
上
掲
表
で
あ
る
。
。

第
一
列
目
が
『
敦
煙
疏
」
の
検
討
結
果
で
あ
る
が
、

例
え
ば
Ａ
は
、
金
・
石
・
麗
の
三
本
と
「
敦
煙
疏
」
の

記
述
が
一
致
し
、
他
本
（
こ
の
場
合
は
南
本
の
み
）
が

異
な
る
場
合
の
数
を
示
し
、
以
下
同
様
に
続
く
。
そ

こ
で
こ
の
検
討
結
果
を
見
る
と
、
事
例
が
六
六
と
比

較
的
少
な
い
こ
と
を
考
慮
に
入
れ
て
も
、
最
も
「
敦

煙
疏
」
に
一
致
す
る
場
合
が
多
い
の
は
、
Ａ
で
あ
る

こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
た
だ
し
一
方
で
、
南
本
の

み
が
『
敦
煙
疏
」
に
一
致
し
た
Ｂ
の
一
三
例
も
決
し

34



つ
ま
り
、
金
・
石
・
麗
の
三
本
は
そ
れ
ぞ
れ
ほ
ぼ
同
程
度
に
「
敦
煙
疏
」
と
一
致
し
、
南
本
は
明
ら
か
に
そ
れ
ら
よ
り
一
致
度
が
下
が
る

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
割
合
で
示
せ
ば
、
金
本
で
は
妬
％
（
お
ぶ
巴
が
一
致
す
る
の
に
対
し
て
、
南
本
は
約
認
％
の
一
致
度
で
あ
る
。

結
論
と
し
て
は
、
「
敦
煙
疏
」
に
つ
い
て
は
比
較
的
、
第
一
類
・
第
二
類
蔵
経
に
一
致
す
る
場
合
が
多
く
、
か
と
い
っ
て
南
本
の
記
述
も

無
視
で
き
な
い
、
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
か
。
南
本
の
み
が
一
致
す
る
場
合
（
Ｂ
）
で
も
約
加
％
（
一
六
例
）
に
及
ぶ
こ
と
は
注
意
し
て

お
く
べ
き
で
あ
ろ
う
。
一
方
、
第
一
類
・
第
二
類
の
間
は
媚
～
妬
の
範
囲
内
に
あ
り
、
目
立
っ
た
数
値
的
差
異
が
見
ら
れ
ず
、
特
に
い
ず

れ
か
に
一
致
す
る
傾
向
が
あ
る
と
ま
で
は
言
え
な
い
よ
う
で
あ
る
。

七
の
一
一
一
『
元
暁
疏
」
の
経
文
と
の
比
較

『
元
暁
疏
』
に
つ
い
て
も
、
前
項
と
同
様
に
『
中
華
」
で
校
勘
記
の
あ
る
箇
所
を
対
象
と
し
整
理
を
試
み
た
。
検
討
箇
所
は
五
二
例
と

『
敦
埋
疏
」
を
や
や
下
回
っ
た
が
、
そ
の
結
果
は
表
第
二
列
目
の
通
り
。

『
敦
煙
疏
」
の
場
合
と
同
様
、
圧
倒
的
に
多
く
一
致
し
て
い
る
の
は
Ａ
で
あ
る
。
一
方
、
Ｂ
に
つ
い
て
は
『
敦
煙
疏
」
の
場
合
よ
り
も

か
な
り
少
な
い
よ
う
で
あ
る
。
比
率
的
に
見
て
も
『
敦
煙
疏
」
で
は
Ｂ
は
約
加
％
（
届
ぶ
巴
あ
っ
た
が
、
「
元
暁
疏
」
で
は
約
皿
％
（
望
圏
）

と
半
分
ほ
ど
に
な
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
『
敦
煙
疏
」
の
場
合
と
同
様
、
各
本
ご
と
の
一
致
数
を
集
計
し
て
み
る
と
、
金
と
一
致
Ⅱ
三
七
、

石
と
一
致
Ⅱ
三
八
、
麗
と
一
致
Ⅱ
四
四
、
南
と
一
致
Ⅱ
一
六
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

こ
れ
を
見
る
と
、
ま
ず
南
本
と
一
致
し
て
い
る
箇
所
の
計
が
全
体
の
約
訓
％
合
ご
闇
）
に
止
ま
り
、
「
敦
埋
疏
』
の
約
謁
％
を
下
回
っ

て
い
る
点
が
確
認
出
来
る
が
、
さ
ら
に
注
目
さ
れ
る
の
が
、
麗
本
と
の
一
致
度
が
比
較
的
高
い
こ
と
で
あ
る
。
「
敦
煙
疏
」
の
場
合
、
金
・

石
・
麗
の
三
者
が
ほ
ぼ
同
数
で
一
致
し
、
そ
の
差
は
三
例
の
範
囲
内
に
す
ぎ
な
い
の
に
対
し
て
、
『
元
暁
疏
」
の
場
合
、
石
本
と
麗
本
の
差

で
六
例
に
ま
で
及
び
、
麗
本
の
一
致
が
全
体
に
占
め
る
割
合
も
『
敦
埋
疏
』
で
は
約
ｍ
％
（
農
ぶ
ｅ
な
の
に
対
し
て
、
『
元
暁
疏
』
で
は

約
踊
％
倉
ミ
圏
）
に
及
ん
で
い
る
。
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七
の
四
敦
埋
写
本
と
の
比
較

最
後
に
敦
煙
写
本
と
の
比
較
を
行
い
た
い
。
敦
埠
写
本
の
場
合
、
注
釈
害
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
純
然
た
る
異
本
で
あ
る
か
ら
、
先
の

検
討
の
際
に
念
頭
に
お
い
た
、
注
釈
者
に
よ
る
経
文
の
変
更
と
い
う
懸
念
は
一
応
存
在
し
な
い
わ
け
で
あ
り
、
先
に
は
検
討
か
ら
除
外
し

た
、
い
ず
れ
の
本
と
も
異
な
る
記
述
や
校
勘
記
の
な
い
箇
所
も
問
題
と
な
っ
て
く
る
。
特
に
本
文
の
校
訂
の
際
に
は
、
そ
れ
ら
が
貴
重
な

記
述
と
な
っ
て
く
る
わ
け
だ
が
、
こ
こ
で
は
あ
く
ま
で
他
本
と
の
関
係
の
検
討
に
主
目
的
が
あ
る
た
め
、
以
下
、
先
の
場
合
と
同
様
に
ま

ず
「
中
華
』
中
に
校
勘
記
の
あ
る
箇
所
に
つ
い
て
整
理
・
検
討
し
、
校
勘
記
の
な
い
箇
所
に
つ
い
て
は
最
後
に
簡
単
に
見
る
に
止
め
る
こ

と
と
し
た
い
。
な
お
、
写
本
の
影
印
本
に
依
っ
た
検
討
で
あ
る
か
ら
、
字
が
不
鮮
明
な
た
め
判
断
を
保
留
し
た
箇
所
も
ま
ま
見
ら
れ
、
実

際
に
は
表
に
整
理
し
た
数
よ
り
、
さ
ら
に
多
い
可
能
性
も
あ
る
。

さ
て
そ
こ
で
、
表
の
第
三
列
目
（
上
巻
）
と
第
四
列
目
（
下
巻
）
を
見
て
み
る
と
、
先
に
検
討
し
た
注
釈
書
の
場
合
と
比
較
し
て
も
、
上

巻
・
下
巻
と
も
に
、
Ａ
が
圧
倒
的
に
多
く
、
Ｂ
の
割
合
も
、
％
（
上
）
、
６
％
（
下
）
と
さ
ら
に
低
く
な
っ
て
い
る
こ
と
が
一
目
瞭
然
で
あ

る
。
注
釈
言
の
場
合
と
同
様
、
各
本
ご
と
の
一
致
数
を
集
計
し
て
み
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。

（
上
巻
、
少
瞳
ｇ
、
検
討
箇
所
二
一
二
例
）

金
と
一
致
’
一
四
五
（
鮨
％
）
。
石
と
一
致
Ⅱ
一
五
三
（
泥
％
）
。
麗
と
一
致
Ⅱ
一
四
七
（
的
％
）
。
南
と
一
致
Ⅱ
五
七
（
訂
％
）
。

こ
の
、
『
元
暁
疏
」
と
麗
本
の
一
致
度
が
比
較
的
高
い
と
い
う
事
実
は
、
あ
る
い
は
、
朝
鮮
系
統
の
伝
本
、
朝
鮮
で
伝
承
さ
れ
て
き
た
本

文
、
と
い
っ
た
も
の
の
存
在
の
可
能
性
を
想
定
さ
せ
る
。
高
麗
版
再
雌
本
の
校
正
に
際
し
て
、
「
郷
（
国
）
本
」
と
呼
ば
れ
た
本
の
中
に
高

⑲

麗
版
初
雌
本
以
外
の
「
高
句
麗
・
百
濟
・
新
羅
三
國
の
傳
統
を
ひ
く
經
典
」
が
含
ま
れ
て
い
た
可
能
性
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
『
元

暁
疏
』
の
例
の
み
に
よ
っ
て
は
確
定
的
な
こ
と
は
言
え
な
い
が
、
今
後
、
元
暁
等
朝
鮮
の
仏
者
の
文
献
を
参
照
す
る
に
あ
た
っ
て
意
識
に

止
め
て
お
く
べ
き
一
事
実
で
は
あ
ろ
う
。
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右
か
ら
分
か
る
よ
う
に
各
本
ご
と
に
見
て
も
南
本
と
一
致
す
る
箇
所
は
、
上
巻
で
訂
％
、
下
巻
で
恥
％
と
こ
れ
ま
た
先
の
注
釈
害
の
例
よ

り
も
明
ら
か
に
低
く
な
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
敦
煙
写
本
も
ま
た
、
南
本
（
第
三
類
）
よ
り
も
第
一
・
二
類
蔵
経
の
方
に
近
い
と
い
う
こ
と

に
な
る
。
よ
っ
て
、
先
の
注
釈
の
例
を
含
め
て
見
て
も
、
「
理
路
経
」
の
テ
キ
ス
ト
と
し
て
は
、
第
一
・
二
類
蔵
経
の
方
が
比
較
的
良
好
、

あ
る
い
は
原
初
的
形
態
に
近
い
と
い
う
こ
と
が
結
論
付
け
ら
れ
る
だ
ろ
う
。

で
は
、
第
一
類
と
第
二
類
の
間
で
は
ど
う
か
？
「
元
暁
疏
』
の
場
合
は
、
ご
く
僅
か
な
が
ら
麗
本
と
の
一
致
度
が
高
い
よ
う
に
思
わ
れ

た
が
、
敦
煤
写
本
の
場
合
は
、
上
、
下
と
も
に
石
本
と
一
致
す
る
度
合
い
が
比
較
的
高
い
よ
う
で
あ
る
。
こ
こ
で
先
述
の
石
本
・
麗
本
と

敦
埠
写
本
の
み
が
名
字
品
第
二
お
け
る
四
十
二
位
の
菩
薩
の
秦
名
を
割
注
に
し
て
い
る
事
実
を
想
起
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
先
に
、
麗
本
が

割
注
と
し
た
の
は
契
丹
蔵
に
倣
っ
た
も
の
で
は
な
い
か
と
予
想
し
た
の
で
あ
り
、
そ
う
す
る
と
、
こ
の
割
注
の
形
式
は
、
敦
埋
写
本
と
契

丹
蔵
（
及
び
こ
れ
を
受
け
た
石
本
）
が
持
つ
特
徴
で
あ
り
、
両
者
の
近
似
度
が
高
い
こ
と
を
さ
ら
に
傍
証
す
る
も
の
と
な
ろ
う
。

同
様
の
こ
と
が
、
改
行
の
位
置
に
つ
い
て
も
言
え
る
。
諸
本
は
、
そ
れ
ぞ
れ
一
行
あ
た
り
十
四
字
（
第
一
類
）
な
り
十
七
字
（
第
二
・
三
類
）

な
り
、
一
定
の
字
数
を
基
準
と
し
て
い
る
の
だ
が
、
段
落
の
切
れ
目
な
ど
改
行
を
行
っ
た
箇
所
は
、
一
行
が
そ
の
基
準
の
字
数
を
下
回
る

こ
と
と
な
る
。
そ
の
位
置
が
諸
本
に
よ
っ
て
異
な
る
の
だ
が
、
敦
埋
写
本
と
石
本
が
共
に
他
本
と
異
な
る
箇
所
で
改
行
を
し
た
り
、
ま
た

し
て
い
な
か
っ
た
り
す
る
場
合
が
比
較
的
多
く
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
（
今
回
は
詳
細
な
整
理
・
数
値
化
は
省
略
）
。
よ
っ
て
、
既
に
指
摘
さ

れ
て
き
た
よ
う
に
、
こ
の
「
瑛
烙
経
』
の
場
合
に
お
い
て
も
敦
埠
写
本
と
石
本
は
近
い
関
係
に
あ
る
、
つ
ま
り
敦
煙
写
本
と
第
二
類
蔵
経

が
他
類
と
比
較
し
て
近
い
関
係
に
あ
る
と
い
う
こ
と
が
結
論
づ
け
ら
れ
よ
う
。

不
一
致
Ⅱ
一
三
（
６
〃

（
下
巻
、
Ｐ
＄
ｇ
、
必

金
と
一
致
Ⅱ
一
二
一

不
一
致
’
五
（
３
％
）

一
二
（
ハ
Ｏ
”
ぬ
）
○

＄
ｇ
、
検
討
検
討
箇
所
一
四
五
例
）

（
汀
％
）
。
石
と
一
致
Ⅱ
一
二
二
（
別
％
）
。
麓
と
一
致
Ⅱ
一
○
八
（
刺
％
）
。
南
と
一
致
’
二
三
（
焔
％
）
。
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な
お
、
先
に
二
種
の
敦
煙
写
本
に
つ
い
て
、
本
来
一
具
の
本
で
は
な
か
っ
た
か
と
想
定
し
た
が
、
こ
こ
で
検
討
し
た
他
本
と
の
一
致
度

に
お
い
て
も
、
両
者
の
近
似
性
が
確
認
さ
れ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
ま
ず
石
本
と
の
一
致
度
が
最
も
高
い
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
し
、
Ａ

～
Ｎ
ま
で
の
一
致
度
を
見
て
も
、
共
通
し
た
パ
タ
ー
ン
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
つ
ま
り
、
圧
倒
的
に
Ａ
が
高
く
、
続
い
て
Ｂ
及
び
Ｃ

の
辺
り
に
ひ
と
つ
の
山
が
あ
り
、
Ｉ
の
と
こ
ろ
に
ま
た
ひ
と
つ
の
山
が
あ
る
と
い
う
パ
タ
ー
ン
で
あ
る
。

最
後
に
、
敦
煙
写
本
独
自
の
記
述
、
つ
ま
り
他
本
と
一
致
し
な
い
記
述
に
つ
い
て
一
言
し
て
お
け
ば
、
筆
者
が
確
認
で
き
た
限
り
で
の

独
自
の
記
述
は
、
上
巻
で
四
四
例
、
下
巻
で
五
○
例
を
数
え
た
。
写
本
と
い
う
性
格
上
、
単
な
る
写
誤
と
思
わ
れ
る
記
述
も
多
数
見
ら
れ

た
。

た
だ
し
、
こ
こ
か
ら
敦
煙
写
本
と
第
二
類
蔵
経
が
最
も
古
形
に
近
い
と
全
般
的
に
断
定
す
る
の
は
早
計
か
も
し
れ
な
い
。
と
い
う
の
は
、

先
に
検
討
し
た
『
敦
煙
疏
』
、
そ
の
所
釈
の
経
文
も
ま
た
比
較
的
古
形
を
保
存
し
て
い
る
も
の
と
想
定
さ
れ
る
の
だ
が
、
こ
ち
ら
の
場
合
、

第
一
類
と
第
二
類
と
の
間
に
一
致
度
に
お
い
て
目
立
っ
た
差
異
が
見
出
さ
れ
ず
、
ま
た
第
三
類
と
の
一
致
度
も
他
の
例
よ
り
若
干
高
か
っ

た
か
ら
だ
。
も
ち
ろ
ん
、
一
方
で
『
敦
煙
疏
』
の
場
合
、
検
討
範
囲
の
絶
対
数
が
少
な
い
と
い
う
問
題
も
あ
り
、
そ
の
点
も
考
慮
が
必
要

以
上
、
今
回
は
主
と
し
て
『
中
華
」
所
収
本
び
敦
埠
写
本
等
を
中
心
に
、
「
理
路
経
」
の
諸
本
の
性
格
・
系
統
を
整
理
し
て
み
た
。
こ
こ

で
、
翻
っ
て
こ
れ
ま
で
最
も
良
く
利
用
さ
れ
て
き
た
大
正
蔵
本
の
テ
キ
ス
ト
の
価
値
に
つ
い
て
改
め
て
考
え
て
み
た
い
。

先
に
検
討
し
て
き
た
よ
う
に
『
瑛
略
経
」
の
テ
キ
ス
ト
と
し
て
は
「
中
華
』
等
、
諸
種
の
テ
キ
ス
ト
が
現
在
参
照
可
能
な
わ
け
で
あ
り
、

そ
の
中
に
は
石
経
本
の
よ
う
な
良
質
な
テ
キ
ス
ト
も
存
在
し
、
ま
た
敦
埋
写
本
と
い
う
、
経
の
古
形
を
保
存
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
貴
重

な
テ
キ
ス
ト
も
確
認
さ
れ
た
。
で
は
こ
れ
に
よ
っ
て
、
こ
れ
ま
で
利
用
さ
れ
て
き
た
大
正
蔵
は
、
ま
っ
た
く
省
み
る
価
値
が
な
く
な
っ
た

た
か
ら
だ
。
も
し

か
も
し
れ
な
い
、

結
び
に
代
え
て
ｌ
大
正
蔵
本
再
考
Ｉ
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Ｆ
↓
式ま

た
、
確
か
に
金
菫

る
が
、
こ
と
「
瑛
珸
寂

は
欠
落
・
増
補
部
分
帷

筆
者
に
は
思
わ
れ
た
。

さ
ら
に
、
「
中
華
」
本
と
大
正
蔵
本
の
校
訂
の
精
度
に
関
し
て
言
え
ば
、
こ
れ
は
厳
密
な
比
較
検
討
を
行
っ
た
も
の
で
は
な
い
が
、
印
象

と
し
て
大
正
蔵
の
そ
れ
の
方
が
優
れ
て
い
る
と
感
じ
ら
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
見
て
く
れ
ば
、
こ
と
『
瑛
略
経
」
に
限
っ
て
言
え
ば
、
そ
の
テ
キ
ス
ト
と
し
て
は
、
普
及
度
と
校
訂
の
精
度
に
優
れ
た
大

正
蔵
本
を
基
本
と
し
て
、
こ
れ
を
批
判
的
に
補
う
も
の
と
し
て
上
記
諸
本
を
参
照
す
る
こ
と
が
最
も
有
効
な
研
究
方
法
と
考
え
ら
れ
る
。

も
ち
ろ
ん
、
本
稿
で
示
し
た
検
討
の
結
果
か
ら
は
、
第
二
類
蔵
経
に
あ
た
り
良
質
な
本
文
を
有
す
る
房
山
石
経
本
を
底
本
と
し
て
校
訂
本

を
作
成
す
る
、
と
い
っ
た
方
法
も
考
え
ら
れ
な
く
は
な
い
の
だ
が
、
上
記
の
よ
う
な
ヴ
ァ
リ
ァ
ン
ト
の
質
か
ら
考
え
て
、
『
選
珸
経
」
に
つ

い
て
は
改
め
て
校
訂
テ
キ
ス
ト
を
作
成
す
る
よ
り
も
、
既
存
の
校
勘
の
成
果
を
踏
ま
え
て
こ
れ
を
さ
ら
に
批
判
的
に
検
討
し
つ
つ
、
直
ち

に
本
文
理
解
及
び
こ
れ
に
基
づ
く
訓
読
・
和
訳
の
作
成
へ
と
向
か
う
こ
と
が
、
い
た
ず
ら
に
迂
遠
な
道
を
取
る
こ
と
の
な
い
有
効
な
方
法

の
か
と
言
え
ば
、
筆
者
は
必
ず
し
も
そ
う
は
考
え
な
い
。

と
い
う
の
は
、
何
よ
り
も
大
正
蔵
の
テ
キ
ス
ト
と
し
て
の
普
及
度
が
他
の
『
中
華
」
本
等
に
比
べ
れ
ば
格
段
に
高
く
、
そ
の
利
点
は
、

『
瑛
略
経
」
に
関
し
て
言
え
ば
、
第
二
類
蔵
経
が
参
照
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
欠
点
を
補
っ
て
あ
ま
り
あ
る
も
の
の
ょ
う
に
思
わ
れ
る
か

結
論
的
に
言
え
ば
、
『
瑛
烙
経
」
の
本
文
研
究
に
お
い
て
大
正
蔵
を
基
本
と
す
る
と
い
う
極
め
て
常
識
的
な
地
点
に
落
ち
着
い
た
感
が
あ

る
が
、
こ
れ
を
批
判
的
に
検
討
す
る
資
料
と
方
法
を
見
出
し
た
点
に
お
い
て
、
こ
れ
ま
で
の
本
文
理
解
を
確
実
に
一
歩
進
め
る
こ
と
が
可

で
は
な
い
か
と
判
断
す
る
。

ノ
ミ
一
○

。
確
か
に
金
蔵
・
石
経
本
等
に
よ
っ
て
、
大
正
蔵
で
提
示
さ
れ
て
い
る
以
外
の
記
述
が
見
出
さ
れ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
の
で
あ

こ
と
「
瑛
珸
経
」
の
「
理
解
」
と
い
う
点
に
関
し
て
言
え
ば
、
そ
の
解
釈
に
重
大
な
変
更
を
迫
る
よ
う
な
記
述
の
差
異
、
あ
る
い

・
増
補
部
分
と
い
っ
た
も
の
は
、
前
述
の
敦
埋
写
本
に
お
け
る
二
十
四
願
偶
の
箇
所
を
除
い
て
、
そ
れ
ほ
ど
見
ら
れ
な
い
よ
う
に
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能
と
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

④
一
九
九
二
年
十
二
月
十
二
［

小
冊
子
に
ま
と
め
ら
れ
た
。
っ

⑤
特
に
、
竺
沙
前
掲
害
「
第
一

⑥
竺
沙
前
掲
書
、
二
八
六
頁
。

⑦
以
下
、
竺
沙
前
掲
書
、
二
㈱

③
藤
枝
晃
「
文
字
の
文
化
史
』

⑨
た
だ
し
、
契
丹
蔵
に
開
宝
韮

③② 註①
逆
に
言
え
ば
、
そ
の
研
究
の
目
的
が
歴
史
的
・
文
化
史
的
な
観
点
か
ら
写
本
・
刊
本
類
の
成
立
の
背
景
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
り
、
ま

た
各
蔵
経
の
系
統
化
を
試
み
る
と
い
っ
た
点
に
あ
る
場
合
は
、
ま
た
異
な
っ
た
評
価
の
視
点
が
成
立
す
る
で
あ
ろ
う
（
同
様
の
こ
と
が
異
体
字
の
取

り
扱
い
に
も
言
え
る
）
。
た
と
え
ば
、
本
文
研
究
の
観
点
か
ら
は
、
後
述
の
第
三
類
蔵
経
は
、
概
ね
一
致
す
る
場
合
が
多
く
、
そ
の
間
の
異
同
に
あ
ま

り
拘
泥
す
る
必
要
は
な
い
が
、
明
の
北
蔵
や
南
蔵
と
い
っ
た
蔵
経
自
体
の
成
立
過
程
や
そ
の
実
態
に
関
し
て
は
、
主
題
的
に
研
究
す
べ
き
一
領
域
を

な
す
。
そ
の
よ
う
な
研
究
成
果
の
一
例
と
し
て
、
野
沢
佳
美
『
明
代
大
蔵
経
史
の
研
究
」
（
汲
古
書
院
、
一
九
九
八
）
を
挙
げ
て
お
き
た
い
。

以
下
、
竺
沙
前
掲
書
、
二
八
九
～
二
九
○
頁
参
・

藤
枝
晃
「
文
字
の
文
化
史
』
（
講
談
社
学
術
文
庫
、
一
九
九
二
）
、
一
七
七
頁
等
参
。

た
だ
し
、
契
丹
蔵
に
開
宝
蔵
（
第
一
類
蔵
経
）
の
影
響
を
認
め
る
見
解
も
存
在
す
る
。
氣
賀
澤
保
規
編
爾
國
佛
教
石
經
の
研
究
１
房
山
雲
居
寺

石
經
を
中
心
に
ｌ
』
（
京
都
大
学
学
術
出
版
会
、
一
九
九
六
）
、
八
八
～
八
九
頁
、
注
（
卵
）
を
参
。

筆
者
は
昨
年
度
（
二
○
○
四
）
、
大
谷
大
学
総
合
研
究
室
任
期
制
助
手
主
催
の
研
究
会
と
し
て
「
総
合
研
究
室
漢
文
仏
典
利
用
案
内
」
と
題
し
た
会

を
催
し
た
。
総
合
研
究
室
及
び
本
学
図
書
館
設
置
の
漢
文
仏
典
を
題
材
と
し
て
、
漢
文
仏
典
に
つ
い
て
可
能
な
限
り
そ
の
全
体
像
と
相
互
関
係
を
把

握
す
る
こ
と
を
目
標
と
し
た
も
の
で
あ
り
、
月
二
回
程
度
の
ペ
ー
ス
で
一
年
間
に
渡
っ
て
開
催
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
以
下
の
本
稿
の
記
述
・
検
討

は
、
そ
の
研
究
会
に
お
け
る
経
験
に
多
く
を
負
っ
て
い
る
こ
と
を
こ
こ
に
記
し
、
同
会
に
参
加
し
て
く
だ
さ
っ
た
任
期
制
助
手
・
大
学
院
生
各
位
に

感
謝
申
し
上
げ
た
い
。

後
記
、
注
別
参
。

一
日
、
大
谷
大
学
で
開
催
さ
れ
た
第
七
七
回
大
蔵
会
で
の
講
演
。

そ
の
後
、
竺
沙
雅
章
「
宋
元
佛
教
文
化
史
研
究
」
（
汲
古
書
院
、

三
部
宋
元
版
大
藏
經
の
系
譜
」
、
二
六
九
～
三
六
○
頁
を
参
ａ

そ
の
講
演
筆
記
が
翌
年
三
月
に
大
谷
大
学
よ
り
同
題
の

二
○
○
○
）
に
収
録
。
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⑯
竺
沙
前
掲
書
、
二
九
○
頁
参
・

⑰
藤
枝
晃
「
な
に
わ
塾
叢
書
別
敦
埋
学
と
そ
の
周
辺
」
（
ブ
レ
ー
ン
セ
ン
タ
ー
、
一
九
九
九
）
等
参
。

⑱
こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
の
我
が
国
の
古
写
経
の
評
価
に
つ
い
て
は
、
落
合
俊
典
「
李
盛
鐸
と
敦
埋
秘
笈
」
（
『
印
度
学
仏
教
学
研
究
』
五
十
二
’
二
、

二
○
○
四
）
、
一
七
○
～
一
七
一
頁
等
参
。

⑲
宮
内
庁
正
倉
院
事
務
所
編
「
宮
内
庁
正
倉
院
事
務
所
所
蔵
聖
語
蔵
経
巻
」
と
し
て
、
丸
善
よ
り
刊
行
。
現
在
、
「
階
・
唐
経
篇
」
（
第
一
期
）
、
「
天
平
十

二
年
御
願
経
」
（
第
二
期
、
一
～
三
）
が
刊
行
さ
れ
て
い
る
（
二
○
○
四
年
二
月
現
在
）
が
、
「
瑠
略
経
』
は
未
収
の
よ
う
で
あ
る
。

⑳
落
合
前
掲
論
文
、
一
六
九
頁
以
下
参
。

⑩
そ
の
近
年
の
我
が
国
に
お
け
る
代
表
的
研
究
成
果
の
一
と
し
て
注
⑨
に
掲
示
し
た
氣
賀
澤
編
書
が
あ
る
。

⑪
以
下
の
考
察
は
、
基
本
的
に
あ
く
ま
で
印
度
撰
述
部
に
限
っ
た
も
の
で
あ
り
、
大
正
蔵
第
三
三
巻
以
降
の
中
国
・
日
本
撰
述
部
に
つ
い
て
は
、
ま

た
異
な
っ
た
観
点
か
ら
の
検
討
が
必
要
で
あ
る
。
そ
の
場
合
の
ポ
イ
ン
ト
を
、
特
に
中
国
撰
述
仏
典
に
関
し
て
述
べ
て
お
け
ば
、
中
国
に
お
け
る
諸

蔵
経
中
へ
の
入
蔵
の
有
無
、
言
い
換
え
れ
ば
、
中
国
に
そ
の
本
が
伝
存
し
て
い
た
か
否
か
と
い
う
点
と
、
中
国
で
伝
来
を
断
っ
た
諸
本
が
我
が
国
に

多
量
に
残
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
伝
承
の
過
程
如
何
、
と
い
っ
た
点
で
あ
ろ
う
。

⑫
李
富
牢
・
何
梅
『
汲
文
佛
教
大
藏
経
研
究
」
（
宗
教
文
化
出
版
社
、
二
○
○
三
）
、
六
一
八
頁
等
参
。
た
だ
し
、
明
版
は
、
嘉
興
蔵
と
い
う
よ
り
も
、

こ
れ
を
翻
刻
し
た
黄
檗
版
で
は
な
い
か
、
と
の
疑
義
が
、
梶
浦
晋
氏
に
よ
っ
て
提
示
さ
れ
て
い
る
。
梶
浦
晋
「
近
代
に
お
け
る
大
蔵
経
の
編
蟇
」
、
仏

教
大
学
図
書
館
報
「
常
照
』
五
一
、
二
○
○
二
所
収
、
一
五
頁
参
。

⑬
『
昭
和
法
宝
總
目
録
」
第
一
巻
、
七
五
九
頁
参
○

⑭
も
ち
ろ
ん
、
以
上
挙
げ
た
五
本
以
外
に
、
敦
埋
写
本
や
大
徳
寺
本
等
を
校
勘
に
加
え
た
も
の
も
存
す
る
。
敦
埠
写
本
及
び
聖
語
蔵
本
に
つ
い
て
は

後
述
す
る
が
、
そ
れ
以
外
に
つ
い
て
は
、
少
な
く
と
も
管
見
の
範
囲
で
は
、
各
本
を
総
体
的
に
系
統
付
け
、
そ
の
特
質
を
把
握
す
る
、
と
い
っ
た
段

階
に
は
至
っ
て
い
な
い
よ
う
で
あ
り
、
個
々
の
経
論
ご
と
に
慎
重
に
対
応
す
べ
き
と
考
え
て
い
る
。

⑮
現
在
は
正
倉
院
の
所
蔵
で
あ
る
が
、
元
来
、
東
大
寺
尊
勝
院
の
経
庫
た
る
聖
語
蔵
の
も
の
で
あ
っ
た
。
明
治
二
七
年
（
一
八
九
四
）
に
東
大
寺
よ

り
皇
室
に
献
上
さ
れ
て
今
に
至
る
。
平
岡
貞
海
『
東
大
寺
辞
典
』
（
東
京
堂
出
版
、
一
九
八
○
）
、
二
二
七
頁
等
参
。
仏
教
学
的
観
点
か
ら
は
、
尊
勝

院
が
東
大
寺
に
お
け
る
華
厳
学
研
究
の
中
心
地
で
あ
り
、
凝
然
の
此
学
の
師
、
宗
性
も
ま
た
同
所
を
中
心
に
活
躍
、
院
主
を
も
勤
め
て
い
る
こ
と
に

特
に
留
意
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
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⑳⑳
至
便
な
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

⑳
中
国
仏
教
協
会
編
「
房
山
云

⑳
本
書
は
『
中
華
』
の
目
録
と
し
て
長
ら
く
待
た
れ
て
き
た
も
の
で
あ
り
、
経
典
の
首
字
の
筆
画
・
併
音
・
四
角
号
礁
に
よ
る
検
索
が
可
能
で
あ
る

が
、
各
典
籍
の
底
。
校
本
等
の
関
連
情
報
が
記
さ
れ
て
お
ら
ず
、
そ
の
点
や
や
残
念
で
あ
る
。
一
方
、
国
際
仏
教
学
大
学
院
大
学
附
属
図
書
館
よ
り

刊
行
（
二
○
○
四
年
三
月
）
さ
れ
た
「
大
正
蔵
・
中
華
蔵
（
北
京
版
）
対
照
目
録
』
は
、
大
正
蔵
の
経
典
番
号
か
ら
「
中
華
」
の
対
応
す
る
収
録
箇

所
を
検
索
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
り
、
ま
た
『
中
華
」
底
本
の
指
示
も
あ
る
こ
と
か
ら
、
現
在
我
が
国
に
お
い
て
『
中
華
』
を
利
用
す
る
場
合
に
は

⑳ ⑳
こ
の
点
に
関
し
て
参
考
と
な
る
事
例
を
挙
げ
て
お
き
た
い
。
池
田
魯
参
「
國
清
百
録
の
研
究
』
（
大
蔵
出
版
、
一
九
八
二
）
は
、
『
国
情
百
録
』
に

対
す
る
基
礎
的
・
総
合
的
研
究
成
果
と
し
て
、
極
め
て
稗
益
さ
れ
る
と
こ
ろ
大
で
あ
る
が
、
野
沢
前
掲
言
、
二
二
一
頁
、
注
（
詔
）
は
、
池
田
氏
が

同
書
の
中
で
「
天
海
蔵
本
が
北
蔵
本
を
底
本
と
し
て
い
る
も
の
と
誤
解
」
さ
れ
る
等
、
「
嘉
興
蔵
本
以
降
の
各
大
蔵
経
所
収
本
の
系
統
に
つ
い
て
誤
解

が
あ
る
」
こ
と
を
指
摘
さ
れ
る
。
ま
た
、
野
口
善
敬
「
「
千
手
経
」
と
「
大
悲
呪
」
の
研
究
ナ
ム
カ
ラ
タ
ン
ノ
ー
の
世
界
」
（
禅
文
化
研
究
所
、
一

九
九
九
）
は
、
「
千
手
経
』
に
対
し
て
能
う
限
り
の
諸
本
を
収
集
し
比
較
対
校
が
為
さ
れ
た
労
作
で
あ
る
が
、
大
正
蔵
の
明
本
を
「
明
の
北
蔵
本
」
（
正

し
く
は
明
の
嘉
興
蔵
本
、
な
お
注
胆
も
参
）
と
し
、
あ
る
い
は
、
房
山
石
経
本
が
金
蔵
・
高
麗
蔵
本
の
「
流
れ
に
属
す
る
」
と
す
る
等
、
大
蔵
経
の

系
統
に
関
す
る
基
本
的
誤
解
が
見
ら
れ
る
。
「
中
華
大
蔵
経
』
の
校
勘
記
だ
け
を
見
る
と
石
経
本
は
金
蔵
・
高
麗
蔵
と
一
致
す
る
場
合
が
多
く
同
系
統

と
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
系
統
的
に
見
れ
ば
別
の
流
れ
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
、
注
９
の
契
丹
蔵
に
開
宝
蔵
の
影
響
を
認
め
る
見

解
に
立
て
ば
、
ま
た
再
考
の
要
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。

⑳
一
例
を
挙
げ
れ
ば
、
前
掲
氣
賀
澤
編
書
収
、
伊
藤
美
重
子
「
敦
煙
本
『
大
智
度
論
』
の
整
理
ｌ
附
・
紗
本
番
号
・
分
類
番
号
一
覧
・
分
品
分
巻
表
」

華
』
に
お
け
る
金
蔵
一

言
、
一
七
二
頁
等
参
（

な
ど
が
あ
る
。

八
七
）
に
所
収
。

初
版
は
、
商
務
印
書
館
、
一
九
六
二
年
。
ま
た
『
敦
埋
叢
刊
初
集
、
二
』
（
新
文
豊
出
版
、
一
九
八
五
）
本
が
あ
る
。

『
第
十
五
回
大
蔵
会
展
観
目
録
』
に
そ
の
奥
書
が
録
さ
れ
て
い
る
の
で
参
考
ま
で
に
掲
示
し
て
お
き
た
い
。
な
お
そ
こ
で
は
「
小
川
睦
之
輔
氏
藏
」

た
だ
し
現
存
の
所
謂
「
金
蔵
」
に
は
、
元
代
の
補
修
部
分
に
つ
い
て
の
問
題
が
あ
る
。
注
７
藤
枝
前
掲
書
、
一
五
○
～
一
五
一
頁
参
。
ま
た
、
「
中

』
に
お
け
る
金
蔵
の
影
印
に
あ
た
っ
て
は
、
写
真
（
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
）
の
原
板
に
対
す
る
、
修
正
や
補
填
と
い
う
問
題
も
あ
る
。
野
沢
前
掲

「
房
山
石
経
（
遼
金
刻
経
）
」
全
二
二
冊
（
中
国
仏
教
図
書
文
物
館
、
一
九
八
六
～
一
九
九
三
）
。
「
理
路
経
』
は
第
二
冊
（
一
九
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⑳
木
村
清
孝
『
初
期
中
国
華
厳
思
想
の
研
究
』
（
春
秋
社
、
一
九
七
七
）
、
四
○
四
頁
参
。

⑳
な
お
、
福
士
氏
は
安
澄
（
七
六
三
～
八
一
四
）
「
中
論
疏
記
」
に
お
け
る
本
疏
の
引
用
例
を
、
上
巻
二
例
、
下
巻
二
例
の
計
四
例
と
さ
れ
て
い
る
が

筆
者
が
確
認
し
た
と
こ
ろ
「
皎
法
師
日
。
不
一
亦
不
二
者
。
：
．
…
寛
在
於
前
」
（
大
正
六
五
、
六
六
上
～
中
）
の
箇
所
も
本
疏
下
巻
か
ら
の
引
用
（
新

纂
卍
三
九
、
二
四
九
中
～
下
）
で
あ
り
、
都
合
五
例
が
数
え
ら
れ
る
こ
と
と
な
る
。

⑪
張
聖
厳
「
明
末
中
国
仏
教
の
研
究
』
（
山
喜
房
仏
書
林
、
一
九
七
五
）
、
一
四
四
～
一
四
五
頁
参
・

⑫
石
井
公
成
『
華
厳
思
想
の
研
究
」
（
春
秋
社
、
一
九
九
六
）
、
二
九
四
頁
参
・

⑳
注
⑳
参
。

３
そ
の
他
、
我
が
国
の
近
代
に
お
け
る
刊
本
で
あ
る
縮
刷
蔵
・
卍
蔵
経
や
、
近
年
（
一
九
九
一
）
刊
行
さ
れ
た
清
蔵
の
影
印
本
で
あ
る
「
新
編
縮
本

と
さ
れ
て
い
る
。
「
大
統
十
七
年
歳
次
辛
未
比
丘
惠
襲
仰
爲
七
世
師
僧
父
母
善
悪
知
識
井
法
界
含
霊
有
識
衆
生
手
自
敬
嶌
流
通
願
七
世
師
僧
父
母
善

悪
知
識
一
切
衆
生
齊
登
妙
覺
」
（
「
大
蔵
会
展
観
目
録
〔
復
印
〕
」
（
文
華
堂
書
店
、
一
九
八
一
）
、
二
七
五
頁
）
。
ま
た
、
芳
村
修
基
他
編
「
敦
埋
仏
教

史
年
表
」
、
冒
域
文
化
研
究
第
一
ｌ
敦
埠
仏
教
資
料
ｌ
」
（
法
蔵
館
、
一
九
五
八
）
所
収
、
二
五
五
頁
も
参
。

⑳
青
木
隆
「
地
論
宗
の
融
即
論
と
縁
起
説
」
、
荒
牧
典
俊
編
著
『
北
朝
階
唐
中
国
仏
教
思
想
史
」
（
法
蔵
館
、
二
○
○
○
）
所
収
、
一
九
四
～
一
九
六

⑮
房
山
石
経
本
以
外
に
、
高
麗
版
・
磧
砂
版
に
つ
い
て
は
、
次
の
影
印
本
を
参
照
し
た
。
「
高
麗
大
藏
經
』
第
一
五
巻
（
東
國
大
学
校
、
一
九
六
○
）
、

一
～
二
○
頁
、
延
聖
院
大
蔵
経
局
編
『
宋
版
磧
砂
大
藏
經
』
（
新
文
豊
出
版
、
一
九
八
七
）
第
一
四
冊
、
五
四
八
番
、
六
○
～
七
二
頁
。
な
お
、
筆
者

が
利
用
し
た
一
九
六
○
年
（
壇
紀
四
二
九
三
年
）
刊
の
大
谷
大
学
図
書
館
所
蔵
「
高
麗
大
賊
經
』
で
は
「
瑛
略
経
』
は
十
五
巻
に
収
録
さ
れ
て
い
る

の
に
対
し
て
「
高
麗
大
藏
經
總
目
録
・
解
題
・
索
引
』
（
東
國
大
学
校
、
一
九
七
六
、
日
本
語
版
、
同
朋
舎
、
一
九
七
八
）
で
は
十
四
巻
の
所
収
と
な

っ
て
い
る
。
こ
れ
は
本
学
所
蔵
本
が
「
先
に
刊
行
し
た
數
巻
の
影
印
本
の
な
か
に
あ
っ
た
配
列
錯
誤
」
（
同
目
録
、
日
本
語
版
収
、
李
箕
永
「
高
麗
大

蔵
経
、
そ
の
歴
史
と
意
義
」
、
一
七
頁
）
を
有
す
る
た
め
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
李
喧
根
「
高
麗
大
藏
經
影
印
本
の
完
刊
に
臨
ん
で
」
（
同

目
録
、
日
本
語
版
収
）
、
三
頁
も
参
。
ま
た
、
影
印
本
及
び
東
国
大
学
校
本
の
高
麗
大
蔵
経
に
つ
い
て
詳
細
は
、
馬
場
久
幸
「
高
麗
大
蔵
経
の
版
木
に

関
す
る
一
考
察
ｌ
影
印
本
を
中
心
と
し
て
ｌ
」
（
「
印
度
学
仏
教
学
研
究
』
五
十
一
’
二
、
二
○
○
三
）
、
同
「
東
国
大
学
校
本
高
麗
大
蔵
経
に
つ
い

頁
参
⑤そ

の
他
、
我
が
国
の
近
代
に
お
け
る
刊
本
で
あ
る
縮
刷
蔵
・
卍
蔵
経
や
、
近
年
（
一
九
九
一
）
刊
行
さ
れ
た
清
蔵
の
影
印
本
で
あ
る
「
新
編
縮
本

乾
隆
大
蔵
経
』
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
が
、
本
稿
に
お
け
る
テ
ー
マ
と
の
関
連
性
か
ら
見
て
、
そ
の
重
要
性
は
比
較
的
低
い
と
判
断
し
今
回
詳
細
は
割

愛
す
る
。
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て
ｌ
高
麗
大
蔵
経
の
巻
数
を
中
心
に
ｌ
」
含
印
度
学
仏
教
学
研
究
』
五
十
二
’
二
、
二
○
○
四
）
も
参
。

⑯
紙
数
の
都
合
に
よ
り
今
回
一
覧
は
省
略
す
る
。

⑳
管
見
の
範
囲
で
は
、
現
在
三
種
の
所
収
叢
書
が
数
え
ら
れ
る
。
一
、
「
高
麗
大
蔵
経
』
俊
・
父
・
密
囮
含
影
印
本
』
三
八
巻
）
。
二
、
爾
華
」
五

六
巻
、
二
六
二
番
。
三
、
「
頻
伽
大
蔵
経
』
（
九
洲
圖
書
出
版
社
、
北
京
、
一
九
九
八
）
九
七
巻
。
な
お
、
「
別
録
」
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
前
掲
氣

賀
澤
編
害
収
、
藤
本
幸
夫
「
高
麗
大
燕
經
と
契
丹
大
藏
經
に
つ
い
て
」
を
参
・

⑱
前
掲
藤
本
論
文
、
二
五
二
～
二
五
三
頁
参
。

⑲
前
掲
藤
本
論
文
、
二
四
七
頁
参
。
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