
１
書
評
・
紹
介

睡
扁
茸
智
盲
目
ｚ
色
威
○
口
己
口
昌
ぐ
の
風
耳
に
一
九
七
九
年
八
月
提
出
さ
れ

た
著
者
Ｐ
・
ハ
リ
ソ
ン
氏
の
学
位
論
文

門
彦
①
勺
Ｈ
Ｐ
汁
昌
巨
庁
も
四
目
ロ
四
ケ
ロ
。
。
ｐ
い
‐
、
閏
己
員
旨
斥
固
倒
く
い
腎
丘
岸
騨
‐
⑳
胃
口
創
旦
冒
‐

呂
耳
丹
色
ロ
シ
ロ
ロ
Ｏ
ｓ
５
Ｑ
同
己
唱
ぽ
ぽ
目
吋
四
口
、
冨
酋
Ｏ
ｐ
ｇ
芹
ロ
①
目
号
の
‐

国
】
］
ぐ
①
刷
旨
ロ
君
津
ロ
の
①
ぐ
①
Ｈ
昌
睦
己
も
①
冒
自
○
＄
・

は
、
著
者
が
一
九
七
六
’
八
年
シ
・
Ｚ
，
ロ
．
で
行
な
っ
た
研
究
に
基
い
て

成
さ
れ
た
も
の
。
そ
の
研
究
の
指
導
者
は
〕
・
弓
．
：
］
ｏ
品
教
授
で
あ
り
、

こ
の
経
典
を
研
究
の
主
題
に
と
り
上
げ
た
の
も
ド
ゥ
ョ
ン
グ
博
士
の
示
唆

に
よ
る
、
と
い
う
。
い
ま
、
こ
の
書
は
そ
の
学
位
論
文
に
修
正
加
筆
し
、

そ
れ
に
著
者
が
先
に
公
け
に
し
た
経
の
チ
、
ヘ
ッ
ト
語
訳
の
校
訂
本
文

目
ロ
の
Ｈ
ご
ｇ
四
口
目
⑦
×
寸
具
庁
彦
の
句
Ｈ
ゆ
い
日
○
戸
冨
○
》
ら
刮
酌

に
対
す
る
訂
正
を
附
加
し
た
も
の
で
あ
る
。

著
者
の
閲
歴
に
つ
い
て
は
目
胃
目
９
３
口
目
の
謀
旦
目
①
卑
品
の

最
後
の
．
ヘ
ー
ジ
を
参
看
。

勺
“
巳
国
閏
国
の
自
罠
弓
言
の
塑
冒
酌
ユ
冨
昌
ロ
胃
①
２

国
ロ
○
○
戸
員
詳
①
壗
急
詳
彦
許
す
①
、
戸
ａ
ロ
ゴ
包
め
○
命
二
〕
①

甸
忌
①
の
酋
詳
．
目
（
）
穴
昌
Ｐ
罠
や
や
Ｐ

1

Jへ､ノ

イ女

部

建

著
者
の
目
指
す
と
こ
ろ
は
、
大
乗
仏
教
の
起
原
と
そ
の
初
期
の
展
開
を

解
明
す
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
の
一
つ
の
道
程
と

し
て
、
大
乗
経
典
の
最
も
初
期
の
漢
文
訳
に
つ
い
て
の
完
壁
な
研
究
を
と
、

著
者
は
か
ね
て
企
図
し
て
い
た
、
と
い
う
。
紀
元
一
七
○
’
九
○
年
の
こ

ろ
洛
陽
に
お
い
て
な
さ
れ
た
支
婁
迦
識
（
お
よ
び
か
れ
に
繋
が
る
人
乞

の
訳
業
は
、
年
代
の
明
ら
か
な
も
の
と
し
て
は
最
も
早
い
大
乗
文
献
の
い

く
つ
か
を
わ
れ
わ
れ
に
遺
し
た
か
ら
、
そ
れ
ら
に
対
す
る
研
究
は
、
大
乗

の
初
期
の
展
開
に
か
な
り
光
を
あ
て
る
し
、
一
方
、
中
国
仏
教
の
始
源
に

も
光
を
あ
て
る
こ
と
に
な
る
。

そ
の
た
め
に
は
、
先
ず
、
疑
い
な
く
支
識
訳
と
見
得
べ
き
も
の
を
確
認

し
、
次
に
そ
の
本
文
を
正
確
に
読
解
す
る
と
い
う
順
序
が
踏
ま
れ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
（
支
識
訳
の
原
文
に
当
る
も
の
の
現
存
す
る
の
は

僅
少
で
あ
る
か
ら
）
そ
の
本
文
の
正
確
な
読
解
の
た
め
に
は
そ
れ
に
対
応

す
る
チ
ベ
ッ
ト
語
訳
の
利
用
が
必
須
で
あ
る
。

著
者
の
抱
懐
す
る
こ
の
よ
う
な
〃
支
婁
迦
識
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
″
が
最
初

に
生
ん
だ
成
果
と
し
て
、
チ
↓
ヘ
ッ
ト
語
訳
般
舟
三
昧
経
の
研
究
が
こ
こ
に

学
界
に
提
供
さ
れ
た
。
『
般
舟
三
昧
経
」
（
大
正
大
蔵
経
第
四
一
八
）
は
、
『
道

行
般
若
経
』
と
並
ん
で
、
踊
路
な
く
支
識
訳
と
断
定
し
得
る
も
の
で
あ
る
。

こ
の
経
は
、
僅
か
な
梵
文
断
片
が
獲
ら
れ
て
い
る
他
は
、
支
識
の
も
の
を

初
出
と
す
る
漢
文
訳
四
本
と
チ
、
、
ヘ
ッ
ト
語
訳
一
本
（
お
よ
び
モ
ン
ゴ
ー
ル

語
訳
一
本
）
と
し
て
存
在
し
て
い
る
。
諸
本
対
照
の
上
で
支
識
訳
般
舟
経

を
正
確
に
読
解
す
る
と
い
う
著
者
の
当
面
の
目
的
に
向
け
て
、
そ
の
予
備

２
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作
業
と
し
て
先
に
チ
、
、
ヘ
ッ
ト
語
訳
の
校
訂
本
文
が
ま
ず
出
さ
れ
、
次
い
で
、

い
ま
そ
の
英
語
訳
註
が
公
け
に
さ
れ
た
の
で
あ
る
（
著
者
は
す
で
に
、
進

ん
で
支
識
訳
の
英
語
訳
を
も
完
成
し
て
お
り
、
遠
か
ら
ず
仏
教
伝
道
協
会

か
ら
刊
行
の
運
び
に
な
る
、
と
い
う
）
。

チ
ベ
ッ
ト
語
訳
本
文
の
校
訂
作
業
は
、
底
本
に
デ
ル
ゲ
版
を
用
い
、
ナ

ル
タ
ン
・
・
へ
キ
ン
・
ラ
サ
の
諸
版
を
も
っ
て
校
合
し
た
。
そ
れ
は
「
辞
書

や
文
法
に
合
致
さ
せ
る
た
め
」
に
諸
版
中
に
存
す
る
古
い
読
み
を
み
だ
り

に
改
め
る
よ
う
な
こ
と
は
し
な
い
と
い
う
慎
重
な
配
慮
を
も
っ
て
、
な
さ

れ
た
。
今
回
刊
行
の
訳
註
に
添
え
ら
れ
た
「
附
録
Ｃ
」
の
中
で
、
著
者
は

ラ
ダ
ッ
ク
の
陣
侭
宮
所
蔵
本
（
目
冨
筍
侭
弓
巴
四
○
①
昌
幽
旨
吊
。
凰
胃
昌

彦
の
目
９
国
ロ
関
Ｐ
且
貝
》
Ｆ
：
．
忌
引
ｌ
琶
所
収
）
を
も
用
い
て
、
さ
ら

に
古
体
に
復
す
る
よ
う
修
正
の
努
力
を
加
え
て
い
る
。
チ
ベ
ッ
ト
語
訳
本

文
の
校
訂
に
つ
い
て
著
者
の
と
っ
た
こ
の
よ
う
な
方
針
お
よ
び
そ
の
結
果

に
つ
い
て
言
挙
げ
す
る
ほ
ど
の
知
識
を
私
は
有
し
な
い
。
別
に
論
者
の
あ

ら
ん
こ
と
を
庶
幾
す
る
。

ハ
リ
ソ
ン
校
訂
本
は
、
チ
ベ
ッ
ト
語
訳
般
舟
経
全
二
六
章
の
そ
れ
ぞ
れ

を
、
さ
ら
に
い
く
つ
か
の
小
節
に
分
か
ち
、
合
計
二
二
九
節
に
細
分
し
て

い
る
。
巻
末
に
、
各
節
ご
と
を
漢
文
訳
四
本
と
対
照
し
た
詳
細
な
コ
ン
コ

ー
ダ
ン
ス
が
備
え
ら
れ
、
さ
ら
に
各
章
を
漢
文
訳
四
本
に
お
け
る
章
の
区

分
と
比
較
配
列
し
た
一
覧
表
が
附
せ
ら
れ
て
い
る
か
ら
、
チ
箸
ヘ
ッ
ト
語
訳

本
文
と
著
者
の
英
訳
文
や
漢
文
訳
異
本
と
の
対
照
を
な
す
に
至
便
で
あ
る
。

総
じ
て
、
ハ
リ
ソ
ン
氏
の
文
献
学
的
手
法
は
よ
く
行
き
届
い
た
、
そ
し
て

綿
密
な
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
一
端
は
こ
の
「
一
ン
コ
ー
ダ
ン
ス
や
一
覧
表

に
も
示
さ
れ
て
い
る
と
思
蓮
フ
。

校
訂
テ
キ
ス
ト
に
続
い
て
出
さ
れ
た
今
回
の
訳
註
は
、
序
論
と
本
文
訳

註
と
四
篇
の
附
録
と
ビ
ブ
リ
オ
グ
ラ
フ
ィ
と
か
ら
成
る
。

序
論
は
、
Ｉ
諸
本
大
観
、
Ⅱ
般
舟
経
（
以
下
、
「
経
」
）
の
内
容
と
そ
の
歴

史
的
意
義
、
Ⅲ
「
経
」
の
構
成
、
Ⅳ
こ
の
英
訳
に
つ
い
て
の
概
説
、
の
四

章
に
分
か
た
れ
る
。

Ｉ
は
、
現
存
の
「
経
」
の
諸
本
を
簡
単
に
紹
介
し
、
漢
文
訳
よ
り
の
国

訳
（
訓
読
）
に
ま
で
及
ぶ
。
Ⅱ
で
は
「
経
」
の
成
立
年
代
の
推
測
、
「
経
」

の
内
容
と
性
格
、
「
経
」
の
流
伝
の
状
況
な
ど
が
論
じ
ら
れ
る
。
Ⅲ
は
、

チ
、
ヘ
ッ
ト
語
訳
の
叙
述
を
追
っ
て
そ
の
要
約
を
掲
げ
て
い
る
。
Ⅳ
で
は
、

大
乗
経
典
の
〃
原
典
″
の
も
つ
流
動
的
性
格
と
仏
典
チ
ベ
ッ
ト
語
訳
の
特

異
性
を
論
じ
、
著
者
の
採
っ
た
翻
訳
方
法
や
訳
文
の
表
現
法
を
説
明
し
て

い
る
。著

者
の
所
論
は
明
快
で
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
は
我
念
を
首
肯
せ
し
め
る
し
、

し
ば
し
ば
新
し
い
興
味
深
い
見
解
を
提
示
す
る
。
た
と
え
ば
、
「
経
」
の

本
文
に
は
二
つ
の
形
（
チ
ベ
ッ
ト
語
訳
の
そ
れ
と
漢
文
訳
諸
本
の
そ
れ
と
）
を
区

別
し
得
る
が
、
そ
の
実
質
的
な
相
違
は
た
だ
（
チ
ベ
ッ
ト
語
訳
の
）
第
十

九
章
以
下
（
三
巻
本
『
般
舟
三
昧
経
』
で
い
え
ば
無
想
品
第
十
一
以
下
）
に
の
み

見
ら
れ
る
、
と
論
ず
る
き
．
閲
昌
）
ご
と
き
、
あ
る
い
は
、
大
乗
諸
経
論

に
般
舟
三
味
の
名
が
し
ば
し
ば
現
わ
れ
て
い
な
が
ら
「
経
」
自
体
の
引
用

や
そ
れ
へ
の
関
説
は
『
智
度
論
』
『
十
住
毘
婆
沙
論
』
以
外
に
見
え
ぬ
こ
と

や
、
「
経
」
が
の
ち
に
大
集
経
中
に
編
入
さ
れ
た
こ
と
な
ど
か
ら
、
「
経
」

と
中
央
ア
ジ
ア
と
の
格
別
な
関
連
を
示
唆
す
る
谷
．
×
×
旨
‐
渕
〆
ぐ
）
ご
と
き

3
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で
あ
る
。

「
経
」
の
性
格
を
論
じ
て
、
著
者
は
い
う
。
ｌ
「
経
」
に
説
か
れ
る
般

舟
三
昧
と
は
空
思
想
に
立
っ
て
展
開
さ
れ
た
仏
随
念
の
一
形
態
で
あ
る
。

そ
れ
を
開
示
す
る
「
経
」
は
、
浄
土
経
典
の
一
つ
と
見
ら
る
、
へ
き
で
な
く
、

む
し
ろ
般
若
経
類
に
よ
り
近
い
性
格
を
も
ち
、
般
若
思
想
と
浄
土
思
想
と

の
間
の
緊
張
を
解
く
一
視
点
か
ら
書
か
れ
て
い
る
、
と
。

い
か
に
も
空
思
想
を
別
に
し
て
「
経
」
の
所
説
は
正
し
く
理
解
で
き
な

い
。
「
経
」
を
浄
土
経
典
の
一
類
と
見
る
↓
へ
き
で
な
い
と
い
う
点
も
、
全

く
著
者
の
説
く
ご
と
く
で
あ
る
と
思
う
。
し
か
し
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
故
色
井
秀
讓
師
に
よ
っ
て
力
説
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
考
え
方
、
す
な

わ
ち
、
般
舟
三
味
の
実
践
は
、
も
と
、
イ
ン
ド
仏
教
初
期
の
在
家
者
の
間

に
高
ま
っ
た
見
仏
（
仏
と
の
現
前
の
値
見
）
へ
の
願
望
に
由
来
す
る
も
の
で
、

従
っ
て
本
来
は
空
思
想
と
必
然
の
関
わ
り
に
あ
っ
た
の
で
な
い
と
す
る
考

え
方
、
そ
れ
が
大
乗
仏
教
の
中
で
の
空
思
想
の
発
展
に
伴
っ
て
次
第
に

「
空
」
の
観
念
と
の
結
び
つ
き
を
強
め
た
と
す
る
考
え
方
、
は
や
は
り
考

慮
に
値
い
す
る
で
あ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
、
色
井
説
の
よ
う
に
、
そ
の
こ
と

を
根
拠
に
し
て
一
巻
本
『
般
舟
三
味
経
』
を
三
巻
本
の
先
行
形
態
で
あ
る

と
主
張
す
る
の
は
確
か
に
誤
り
で
あ
る
が
、
一
方
で
は
、
「
大
阿
弥
陀
経
』

『
阿
閾
仏
国
経
』
「
般
舟
三
昧
経
』
な
ど
の
間
の
先
後
関
係
を
論
じ
た
り
無

量
寿
経
諸
本
の
間
の
そ
れ
を
論
じ
た
り
す
る
場
合
、
そ
れ
ら
諸
経
・
諸
本

の
中
に
見
ら
れ
る
空
思
想
の
有
無
が
、
あ
る
い
は
空
思
想
の
〃
発
達
段
階
″

が
、
し
ば
し
ば
問
題
と
さ
れ
て
い
る
（
池
本
、
静
谷
氏
ら
の
所
論
）
の
で
あ
る
。

な
お
、
著
者
が
「
経
」
の
成
立
年
代
を
論
じ
言
．
桝
昌
』
？
こ
て
、
「
後

五
百
年
」
の
句
令
隙
。
自
国
鼠
昌
冨
胃
思
鼻
薗
日
と
し
て
『
金
剛
般
若
』

に
も
『
法
華
経
』
に
も
現
わ
れ
る
）
の
存
在
（
実
は
「
経
」
の
支
識
訳
に
そ

の
句
は
見
え
な
じ
か
ら
そ
の
上
限
を
後
一
世
紀
と
想
定
す
る
の
は
、
私
に

は
や
や
速
断
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
善
導
の
『
般
舟
讃
』
を
、
韻

文
の
作
品
な
が
ら
「
経
」
に
対
す
る
一
種
の
釈
論
を
成
す
も
の
と
い
う
よ

う
に
述
べ
て
い
る
（
や
ｘ
桝
昌
）
の
は
、
当
ら
な
い
。

こ
の
書
の
主
要
部
分
を
占
め
て
い
る
チ
ベ
ッ
ト
語
訳
よ
り
の
英
文
訳
は
、

著
者
の
す
ぐ
れ
た
読
解
力
と
綿
密
な
手
法
に
よ
り
、
ほ
と
ん
ど
逐
語
訳
的

に
、
し
か
も
明
快
に
、
な
し
と
げ
ら
れ
て
い
る
。
《
８
日
農
の
彦
の
句
Ｈ
易

四
○
○
①
印
但
ヴ
汀
詐
○
庁
ロ
①
の
。
ｐ
○
胃
砂
邑
冒
も
自
ウ
］
旨
』
口
ｐ
Ｈ
①
四
。
ゆ
ず
］
の
四
国
ロ
ロ
○
○
‐

員
騨
①
＃
凹
巨
ｍ
旨
陣
ｏ
臣
）
と
い
う
著
者
の
意
図
を
よ
く
達
成
し
て
い
る
も
の

と
言
え
よ
う
。

「
そ
れ
に
必
要
な
限
り
」
（
と
著
者
は
い
う
）
、
常
に
漢
訳
諸
本
と
対
比

し
、
他
の
諸
害
を
も
博
捜
し
て
、
語
句
の
意
味
や
用
法
を
究
明
し
て
い
る
。

冒
四
ご
ロ
ｇ
四
国
ロ
§
ロ
ロ
ロ
ロ
④
‐
３
日
日
屋
戸
口
脚
く
儲
昏
岸
四
に
つ
い
て
ｐ
甲
句
に
、

「
賢
護
等
の
十
六
正
士
」
に
つ
い
て
も
ふ
ふ
に
、
「
不
見
頂
相
」
に
つ
い

て
や
畠
１
ｓ
に
、
そ
の
よ
う
な
論
究
の
好
例
を
見
る
。

著
者
の
漢
文
読
解
の
能
力
の
高
さ
や
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
・
チ
尋
ヘ
ッ
ト

語
と
の
対
比
考
察
の
鋭
さ
は
、
こ
の
書
の
い
た
る
と
こ
ろ
で
そ
れ
を
感
ぜ

し
め
ら
れ
る
。
固
有
名
詞
の
原
形
推
測
の
見
事
な
手
際
な
ど
も
そ
の
一
例

で
、
「
和
論
調
」
な
ど
か
ら
く
胃
ロ
ロ
且
①
く
ゆ
を
（
や
届
）
、
「
頼
毘
羅
耶
」

な
ど
か
ら
局
院
自
身
且
騨
を
寺
．
馬
）
、
「
惟
斯
苓
」
な
ど
か
ら
く
豚
。
の
‐

Ｐ
魁
日
旨
き
．
弓
己
、
「
抵
羅
首
羅
欝
沈
」
な
ど
か
ら
厚
曾
院
日
○
耳
四
目
Ｐ

4
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附
録
Ａ
は
諸
本
の
上
に
見
ら
れ
る
「
経
」
の
〃
流
動
″
の
歴
史
を
追
究

す
る
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
も
っ
ぱ
ら
わ
が
国
の
学
者
ら
に
よ
っ
て
、

長
ら
く
様
々
な
論
議
が
重
ね
ら
れ
て
来
て
い
る
が
、
チ
、
ヘ
ッ
ト
語
訳
を
も

含
め
て
取
扱
い
問
題
点
を
こ
ま
か
に
解
明
し
た
ハ
リ
ソ
ン
説
は
従
来
の
論

に
比
し
て
一
頭
地
を
抜
く
も
の
で
あ
る
。
従
来
の
、
｝
」
と
に
初
期
の
、
論

議
が
あ
ま
り
に
も
経
録
の
記
載
に
関
わ
り
過
ぎ
本
文
の
解
釈
が
そ
れ
に
引

き
ず
ら
れ
た
観
が
あ
る
の
を
批
判
し
（
や
隠
里
、
著
者
は
諸
本
の
本
文
そ

の
も
の
の
着
実
な
比
較
検
討
に
よ
っ
て
結
論
を
導
き
出
そ
う
と
す
る
。
そ

の
結
果
を
摘
記
す
れ
ば
１

側
一
七
九
年
、
支
婁
迦
識
に
よ
っ
て
「
経
」
の
初
訳
（
当
初
、
二
巻
。
の

ち
、
三
巻
Ｆ
十
六
品
）
が
出
さ
れ
た
。
い
ま
麗
版
に
収
め
ら
れ
て
い
る
三
巻

ニ
グ
ー
ナ

本
『
般
舟
三
味
経
」
の
基
に
な
っ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
弊
頭
の
因
縁

を
語
る
部
分
が
簡
略
で
あ
り
、
偶
頌
の
部
分
も
散
文
に
訳
出
し
て
い
る
。

②
二
○
八
年
、
側
の
改
訂
が
行
わ
れ
、
因
縁
の
部
分
に
は
筆
が
加
え
ら

を
（
や
ご
巴
推
定
し
て
い
る
。

時
に
は
、
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
推
測
に
行
き
過
ぎ
と
思
わ
れ
る
こ
と

も
あ
る
。
例
え
ば
、
著
者
は
あ
る
箇
処
（
大
正
一
三
、
九
○
四
ｂ
”
）
で
の
支

識
の
用
語
「
精
進
」
を
、
他
の
諸
本
と
の
比
較
か
ら
し
て
、
旨
自
営
四
の

訳
語
と
見
ら
れ
る
と
す
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
直
前
の
箇
処
（
九
○
四
ｂ
翌

に
同
じ
「
精
進
」
の
語
が
用
い
ら
れ
て
い
て
そ
れ
は
著
者
に
よ
っ
て
ぐ
胃
冨

の
訳
語
と
見
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
す
れ
ば
、
こ
の
推
定
は
窓
意
的
と

い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

5

れ
、
偶
頌
の
部
分
は
新
た
に
韻
文
に
訳
し
直
さ
れ
た
。
だ
か
ら
覇
改
訂
は

単
に
訳
文
を
よ
り
洗
練
さ
れ
た
も
の
に
改
め
た
と
い
う
に
と
ど
ま
ら
ず
、

そ
の
改
訂
の
際
に
新
た
な
原
典
が
、
あ
る
い
は
（
今
は
喪
わ
れ
て
い
る
）

別
な
翻
訳
が
、
参
照
さ
れ
た
か
と
思
わ
れ
る
。
い
ま
宋
・
元
・
明
三
版
に

収
め
ら
れ
て
い
る
三
巻
本
の
形
態
が
そ
れ
で
あ
る
。

③
不
完
本
『
抜
破
菩
薩
経
」
の
訳
出
は
遅
く
と
も
後
三
世
紀
を
降
ら
な

い
。
こ
の
時
代
、
あ
る
い
は
な
お
他
に
も
「
経
」
の
訳
出
が
あ
っ
た
か
も

知
れ
な
い
。

③
多
分
四
’
五
世
紀
の
こ
ろ
、
②
の
抄
本
が
作
ら
れ
た
。
わ
れ
わ
れ
の

有
す
る
一
巻
本
「
般
舟
三
昧
経
」
が
そ
れ
に
当
る
。
抄
出
に
当
っ
て
《
色

切
目
畠
Ｐ
Ｂ
ｏ
ｐ
具
具
①
興
国
目
鼻
の
剖
巨
〕
が
取
り
入
れ
ら
れ
た
（
と
著
者

は
い
う
が
、
三
巻
本
に
見
え
な
い
特
異
な
形
態
の
偶
頌
が
加
え
ら
れ
た
り
、
訳
語
の

変
更
が
な
さ
れ
た
り
、
か
な
り
な
改
変
が
そ
こ
に
は
見
ら
れ
る
）
。
そ
の
こ
ろ
、

二
巻
本
は
誤
っ
て
竺
法
護
訳
と
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
の
で
こ

の
抄
出
本
の
方
が
支
識
訳
に
擬
せ
ら
れ
た
。
こ
の
一
巻
本
は
七
世
紀
前
後

に
中
国
本
土
で
は
喪
わ
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
し
て
い
か
に
し
て
か
麗
版

に
収
め
ら
れ
て
今
日
に
伝
え
ら
れ
た
。

⑤
五
九
五
年
、
閣
那
堀
多
は
新
た
に
「
賢
護
分
』
（
大
正
第
四
一
六
）
を

訳
し
た
。
こ
れ
は
「
経
」
を
大
集
経
の
一
構
成
分
と
見
て
い
る
。

⑥
そ
こ
で
、
八
世
紀
ま
で
、
中
国
で
は
「
経
」
に
つ
い
て
三
本
が
行
わ

れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
②
の
三
巻
本
（
こ
れ
は
、
ま
た
支
識
の
訳
に
帰
せ
ら

れ
る
よ
う
に
な
っ
た
）
と
㈲
の
『
抜
岐
菩
薩
経
』
と
⑤
の
「
賢
護
分
』
と
で

あ
る
。

㈹
九
世
紀
初
め
「
経
」
の
チ
、
、
ヘ
ッ
ト
語
訳
が
出
さ
れ
た
。
こ
の
本
は
漢
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訳
諸
本
に
比
し
て
改
変
が
見
ら
れ
、
新
た
な
要
素
が
加
わ
っ
て
い
る
。

⑧
初
訳
の
三
巻
本
（
す
な
わ
ち
川
）
は
断
片
的
に
も
せ
よ
伝
え
ら
れ
て
い

て
、
麗
版
の
編
纂
者
は
そ
れ
を
②
の
改
訂
本
と
合
糠
し
て
麗
版
所
収
の
三

巻
本
を
成
し
た
。

右
の
よ
う
な
〃
シ
ナ
リ
オ
″
は
、
私
に
は
、
⑧
を
除
い
て
、
蓋
然
性
の

高
い
も
の
と
思
わ
れ
る
。

附
録
Ｂ
は
断
片
と
し
て
存
す
る
「
経
」
の
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
本
を
、
『
賢

護
分
』
お
よ
び
三
巻
本
「
般
舟
三
味
経
』
の
対
応
部
分
と
対
照
し
、
各
本

の
英
訳
を
掲
げ
て
、
諸
本
の
間
の
流
動
の
い
か
に
大
き
い
か
を
示
し
て
い

る
。
こ
れ
ら
断
片
を
含
ん
で
か
っ
て
完
本
と
し
て
存
在
し
て
い
た
で
あ
ろ

う
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
本
は
、
わ
れ
わ
れ
の
知
る
漢
文
訳
の
諸
本
と
も
チ
。
ヘ

ッ
ト
語
訳
の
一
本
と
も
ま
た
別
な
、
一
つ
の
本
文
の
流
れ
で
あ
っ
た
と
考

え
ら
れ
る
。
結
局
、
最
初
の
漢
文
訳
が
支
婁
迦
識
に
よ
っ
て
成
さ
れ
た
そ

の
時
点
で
す
で
に
、
「
経
」
は
い
く
つ
か
の
異
本
の
流
れ
を
な
し
て
流
通

し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
、
と
著
者
は
推
測
し
て
い
る
合
い
ｓ
）
。
一
般
に

散
文
よ
り
も
韻
文
は
変
動
し
に
く
く
そ
れ
だ
け
古
体
を
保
持
す
る
こ
と
が

多
い
と
考
え
ら
れ
る
が
、
「
経
」
に
あ
っ
て
は
諸
本
の
韻
文
の
部
分
に
お

い
て
す
ら
テ
キ
ス
ト
の
変
異
は
著
し
い
（
そ
の
現
存
す
る
梵
文
断
片
は
大
部
分

が
韻
文
の
箇
処
で
あ
る
）
。
こ
の
、
ご
く
少
部
分
し
か
得
ら
れ
て
い
な
い
サ

ン
ス
ク
リ
ッ
ト
本
の
形
態
の
成
立
年
代
を
推
定
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る

が
、
「
賢
護
分
』
と
は
最
も
近
似
し
て
お
り
、
そ
し
て
散
文
の
部
分
で
『
賢

護
分
』
の
方
に
増
広
が
認
め
ら
れ
る
の
で
論
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
本
の
成
立

6

は
「
賢
護
分
』
の
原
本
文
の
成
立
よ
り
や
や
先
立
つ
と
見
る
ゞ
へ
き
で
な
い

か
（
断
片
と
し
て
存
す
る
写
本
が
作
ら
れ
た
の
は
闇
那
脈
多
の
時
代
よ
り
も
後
の
こ

と
で
あ
る
と
し
て
も
）
、
と
い
う
の
が
著
者
の
見
解
で
あ
る
。

「
経
」
の
、
と
い
う
よ
り
も
い
く
つ
か
の
古
い
大
乗
経
典
に
共
通
な
、

本
文
の
〃
流
動
″
性
に
つ
い
て
、
著
者
は
繰
返
し
触
れ
て
い
る
守
．
ｘ
誤
〆
員

も
，
画
囹
．
己
．
⑲
白
）
。
そ
れ
は
確
か
に
、
口
謂
伝
承
に
よ
っ
た
、
そ
し
て
在

家
大
衆
に
広
く
迎
え
ら
れ
た
、
そ
れ
ら
の
経
典
が
も
つ
特
質
の
一
つ
で
あ

る
。
時
に
は
、
そ
の
流
動
性
が
む
し
ろ
開
展
性
、
成
長
性
と
呼
ば
れ
て
よ

い
ほ
ど
で
も
あ
る
。
『
無
量
寿
経
』
諸
本
の
場
合
、
ア
ン
グ
リ
マ
ー
ラ
を

主
人
公
と
す
る
諸
経
の
場
合
、
な
ど
と
比
較
し
て
考
察
し
て
見
る
の
は
興

味
あ
る
こ
と
に
思
わ
れ
る
。

附
録
Ｃ
は
上
記
の
ご
と
く
チ
尋
ヘ
ッ
ト
語
訳
の
校
訂
テ
キ
ス
ト
の
補
正
。

附
録
Ｄ
は
語
彙
。
巻
末
に
詳
細
な
ビ
ブ
リ
オ
グ
ラ
フ
ィ
が
添
え
ら
れ
て
い

て
、
著
者
が
先
行
の
諸
研
究
を
広
く
渉
猟
し
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
が
、

中
で
も
、
日
本
語
で
書
か
れ
た
も
の
を
著
者
ほ
ど
に
多
く
、
丁
寧
に
、
正

確
に
、
そ
し
て
鋭
く
批
評
的
に
、
読
ん
で
い
る
（
そ
の
こ
と
を
示
す
記
述
は
、

こ
の
書
の
序
論
・
本
文
脚
註
・
附
論
の
中
の
い
た
る
処
に
見
ら
れ
る
）
例
は
、
シ

ュ
ミ
ッ
ト
ハ
ウ
ゼ
ン
氏
ら
を
除
け
ば
、
日
本
国
外
に
お
い
て
な
お
稀
な
の

で
な
か
ろ
う
か
。
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