
本
書
を
発
行
元
の
国
際
仏
教
学
研
究
所
か
ら
お
送
り
頂
き
入
手
し
て
か

ら
は
や
二
年
半
が
経
と
う
と
し
て
い
る
が
、
そ
の
際
に
一
読
し
て
覚
え
た

驚
樗
の
念
は
今
も
鮮
明
に
蘇
っ
て
来
る
。
と
は
言
え
そ
の
時
に
本
書
の
真

価
が
筆
者
に
よ
く
理
解
で
き
て
い
た
と
い
う
訳
で
は
な
か
っ
た
。
当
初
は

た
だ
、
『
瑞
伽
師
地
論
』
と
い
う
膨
大
な
資
料
を
自
由
に
駆
使
し
得
る
著

者
シ
ュ
ミ
ッ
ト
ハ
ゥ
ゼ
ン
教
授
の
該
博
な
知
識
や
、
注
記
の
記
述
に
伺
え

る
渉
猟
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
参
考
文
献
の
多
さ
な
ど
に
示
さ
れ
る
、
主
と
し

て
量
的
な
方
面
に
驚
か
さ
れ
て
い
た
だ
け
で
あ
っ
た
の
か
も
知
れ
な
い
。

そ
の
後
両
三
読
す
る
に
つ
れ
て
、
ア
ー
ラ
ャ
識
の
起
源
と
原
意
の
探
究
と

い
う
た
だ
一
つ
の
テ
ー
マ
を
、
方
向
が
極
め
て
多
岐
に
亘
る
に
も
拘
ら
ず

明
蜥
で
強
靱
な
頭
脳
に
よ
っ
て
、
終
始
一
貫
し
て
追
及
し
続
け
て
行
く
そ

の
級
密
な
論
理
に
次
第
に
注
意
を
惹
か
れ
る
に
至
っ
た
。
筆
者
の
粗
雑
な

頭
脳
を
以
て
し
て
は
、
教
授
が
随
所
に
発
揮
す
る
精
密
な
理
論
の
展
開
ぶ

り
は
、
そ
の
跡
を
追
う
こ
と
す
ら
容
易
な
こ
と
で
は
な
く
、
ま
し
て
批
評

す
る
な
ど
と
い
う
こ
と
は
暴
挙
と
さ
え
思
わ
れ
る
。
た
だ
生
来
愚
鈍
な
上

に
怠
惰
で
も
あ
る
我
が
身
を
省
み
る
に
つ
け
て
も
、
こ
の
よ
う
な
優
れ
た

く
Ｉ
く
く
く
Ｉ
Ｉ
Ｉ
１

書
評
・
紹
介

ノ
ー
く
Ｊ
、
Ｊ
１
～
～
～
く
ｊ
く
く
く
Ｊ
～
く
ｆ
ｊ
～

シ
ュ
ミ
ッ
ト
ハ
ウ
ゼ
ン
教
授
の

『
ア
ー
ラ
ャ
識
論
』
を
問
う

小
谷
信
千
代

業
績
を
前
に
し
て
み
れ
ば
、
こ
こ
は
是
非
と
も
教
授
の
学
問
的
セ
ン
ス
と

緊
張
感
に
溢
れ
る
論
述
の
跡
を
追
う
こ
と
に
努
め
て
、
出
来
う
・
へ
く
ん
ば

教
授
の
謂
は
ぱ
研
讃
の
幾
分
た
り
と
も
を
追
体
験
し
且
つ
そ
の
方
法
論
を

学
び
た
い
と
い
う
の
が
、
安
易
に
過
ぎ
る
と
い
う
非
難
は
免
れ
な
い
と
し

て
も
目
下
の
筆
者
の
偽
ら
ざ
る
心
境
な
の
で
あ
る
。

＊

＊

＊

さ
て
本
書
は
論
文
と
補
遺
及
び
付
録
か
ら
成
る
第
一
部
と
、
注
と
文
献

目
録
及
び
索
引
か
ら
成
る
第
二
部
と
の
二
冊
、
合
計
七
百
頁
に
達
す
る
大

著
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
紙
面
の
制
約
上
、
第
一
部
の
し
か
も
そ
の
一
部
分

に
し
か
言
及
し
え
な
い
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
こ
と
で
は
あ
る
が
、
第

一
部
の
内
容
が
概
観
で
き
る
よ
う
に
以
下
に
そ
の
目
次
を
和
訳
し
て
掲
載

す
る
。第

一
章
序
言
及
び
論
述
内
容
と
方
法
論
に
関
す
る
緒
言

第
二
章
ア
ー
ラ
ャ
識
の
導
入
と
原
意

第
三
章
ア
ー
ラ
ャ
識
の
有
情
の
基
本
的
な
構
成
要
素
へ
の
展
開

第
四
章
ア
ー
ラ
ャ
識
の
否
定
的
な
側
面
へ
の
展
開

第
五
章
真
正
の
識
と
し
て
の
ア
ー
ラ
ャ
識

第
六
章
『
瑞
伽
師
地
論
』
（
本
地
分
）
に
於
け
る
ア
ー
ラ
ャ
識
に
関

す
る
記
述
の
評
価

第
七
章
ア
ー
ラ
ャ
識
の
起
源
に
関
す
る
諸
見
解
へ
の
論
評

第
八
章
補
遺
日
初
期
琉
伽
行
派
文
献
史
探
索
の
方
法
論
上
の
幾

つ
か
の
見
解
に
関
す
る
再
考

第
九
章
補
遺
。
胃
。
具
３
日
○
一
〕
の
予
備
的
分
析

第
十
章
補
遺
日
『
摂
決
択
分
』
冒
頭
部
分
に
於
け
る
ア
ー
ラ
ャ
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識
説
に
於
け
る
神
秘
体
験
と
ア
ー
ラ
ャ
識
の
除
去
と
唯
識
性

へ
の
疑
問

第
十
一
章
補
遺
四
冒
角
昏
勺
○
日
○
口
の
構
成
に
関
す
る
二
つ
の

見
解

第
十
二
章
補
遺
国
ｚ
“
唱
国
自
陣
四
か
ら
の
二
つ
の
引
用
文
に
関
す

る
所
見

第
十
三
章
付
録
日
『
礁
伽
師
地
論
』
（
有
心
地
・
無
心
地
）
の
サ
ン
ス

ク
リ
ッ
ト
校
訂
本

第
十
四
章
付
録
。
勝
義
伽
他
第
二
八
’
四
一
偶
と
そ
の
註
釈
の
サ

ン
ス
ク
リ
ッ
ト
校
訂
本
及
び
英
訳

※
『
聡
伽
師
地
論
』
（
摂
決
択
分
）
の
ア
ー
ラ
ャ
識
の
存
在
論
証
の
文

節
の
最
初
の
部
分
が
即
ｏ
具
吋
。
日
。
国
と
呼
ば
れ
る
。
後
の
部

分
の
内
の
ア
ー
ラ
ャ
識
の
流
転
を
述
ぺ
る
箇
所
は
勺
国
ぐ
制
昌

勺
○
日
○
口
と
呼
ば
れ
、
そ
の
雑
染
還
滅
相
の
記
述
部
分
が
冒
自
昌

勺
日
武
○
国
と
呼
ば
れ
る
。

＊

＊

＊

右
に
掲
げ
た
項
目
の
内
、
最
初
の
五
章
は
、
ア
ー
ラ
ャ
識
が
聡
伽
行
派

の
テ
ク
ス
ト
中
に
初
め
て
導
入
さ
れ
た
の
が
『
琉
伽
師
地
論
』
（
本
地
分
）

の
静
盧
地
の
一
節
（
冒
岸
巨
圃
”
印
晶
の
）
で
あ
る
と
す
る
教
授
の
見
解
と
そ

の
理
由
、
及
び
〃
ア
ー
ラ
ャ
識
″
と
い
う
語
の
本
来
の
意
味
と
そ
の
概
念

の
展
開
し
て
ゆ
く
過
程
な
ど
を
中
心
と
し
て
述
べ
た
も
の
で
あ
り
、
こ
の

部
分
が
本
書
の
核
心
を
成
し
て
い
る
。
第
六
章
は
、
ア
ー
ラ
ャ
識
の
登
場

す
る
『
本
地
分
』
の
そ
の
他
の
文
節
の
何
れ
も
が
、
目
目
色
勺
尉
の
侭
の

の
よ
う
に
は
ア
ー
ラ
ャ
識
の
導
入
さ
れ
た
折
り
の
状
況
を
物
語
る
も
の
と

し
て
の
資
格
に
欠
け
る
こ
と
を
論
証
し
た
も
の
で
あ
る
。
第
七
章
は
ア
ー

ラ
ャ
識
の
起
源
と
そ
の
原
意
を
論
じ
た
近
来
の
日
本
の
代
表
的
な
業
績
に

対
す
る
教
授
の
論
評
を
述
べ
た
も
の
で
あ
る
。
第
八
章
で
は
、
初
期
琉
伽

行
派
テ
ク
ス
ト
の
著
者
或
は
編
集
者
の
問
題
も
含
め
て
そ
の
歴
史
性
を
ど

の
よ
う
に
考
え
る
か
と
い
う
問
題
が
袴
谷
憲
昭
教
授
と
の
論
争
を
端
緒
と

し
て
論
じ
ら
れ
る
。
こ
の
章
に
於
い
て
は
教
授
の
論
調
は
そ
れ
以
前
と
は

相
当
に
趣
が
異
な
り
、
自
然
破
壊
の
問
題
に
ま
で
一
種
情
熱
を
帯
び
た
論

述
が
加
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
恐
ら
く
は
方
法
論
を
問
題
と
す
る
以
上
、

研
究
者
は
自
ら
自
己
の
生
き
方
を
も
問
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
る

教
授
の
真
華
な
研
究
姿
勢
を
反
映
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
第
九
章
以
後
は

初
め
の
五
章
で
教
授
が
そ
の
議
論
の
資
料
と
し
て
援
用
し
た
テ
ク
ス
ト
や

そ
れ
に
関
す
る
教
授
の
所
見
を
述
べ
た
も
の
で
あ
る
。
以
上
が
本
書
第
一

部
の
構
成
で
あ
る
。
従
っ
て
本
書
の
真
価
も
そ
の
核
心
部
を
成
す
最
初
の

五
章
の
内
に
存
在
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

＊

＊

＊

嘗
て
桜
部
建
先
生
は
優
れ
た
論
文
の
資
格
を
、
石
垣
を
積
み
上
げ
る
仕

事
に
臂
え
て
話
し
て
下
さ
っ
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
後
任
の
石
工
の
仕
事
が

善
い
評
価
を
得
る
た
め
に
は
、
前
任
者
が
し
っ
か
り
と
積
み
上
げ
た
石
垣

の
上
に
更
に
堅
実
に
一
石
を
積
み
重
ね
る
こ
と
が
当
然
要
求
さ
れ
る
。
シ

ュ
ミ
ッ
ト
ハ
ウ
ゼ
ン
教
授
は
ま
さ
し
く
労
作
『
ア
ー
ラ
ャ
識
論
』
と
い
う

新
た
に
広
壮
な
石
垣
を
築
く
こ
と
に
成
功
し
た
の
で
あ
る
。
最
初
の
五
章

の
内
容
に
第
七
章
の
勝
呂
信
静
教
授
の
論
文
（
「
ア
ー
ラ
ャ
識
説
の
形
成
㈲
ロ

ー
マ
ナ
識
と
の
関
係
を
中
心
に
し
て
Ｉ
」
『
三
蔵
』
一
三
六
、
一
三
七
、
一
九

七
七
年
、
「
ア
ー
ラ
ャ
識
の
語
義
」
田
村
芳
郎
博
士
還
暦
記
念
論
集
『
仏
教
教
理
の
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研
究
』
一
九
八
二
年
）
に
対
す
る
論
評
を
照
ら
し
合
わ
せ
て
考
え
る
な
ら
ば
、

教
授
の
労
作
が
勝
呂
教
授
の
論
考
を
そ
の
基
礎
作
業
と
し
て
継
承
し
た
上

で
更
に
そ
れ
を
批
判
的
に
展
開
さ
せ
完
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
言
っ
て

も
、
そ
れ
は
決
し
て
シ
ュ
ミ
ッ
ト
ハ
ウ
ゼ
ン
教
授
の
偉
業
に
疵
を
つ
け
る

こ
と
に
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

初
期
琉
伽
行
派
の
文
献
研
究
に
於
け
る
教
授
の
方
法
論
に
顕
著
な
特
徴

で
あ
り
従
っ
て
本
書
の
特
徴
と
も
な
っ
て
い
る
も
の
は
、
勝
呂
教
授
が
提

起
し
た
「
仮
説
」
に
よ
っ
て
思
想
史
を
構
成
す
る
（
勝
呂
乞
司
虐
患
も
】
巴

と
い
う
方
法
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
方
法
が
必
要
な
の
は
、
従
来
の
研
究

が
と
も
す
れ
ば
思
想
が
展
開
し
て
後
に
残
し
た
柔
軟
性
を
失
っ
て
遺
物
化

し
た
そ
の
蓄
積
物
を
た
だ
獲
得
す
る
こ
と
に
満
足
し
が
ち
で
あ
る
こ
と
に

教
授
が
批
判
的
た
ら
ざ
る
を
得
ず
、
そ
の
弊
害
を
除
く
に
は
職
伽
行
思
想

の
歴
史
的
な
展
開
を
生
き
生
き
と
し
た
一
つ
の
プ
ロ
セ
ス
と
し
て
再
構
築

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
た
か
ら
で
あ
る
。
本
書
が
著
作
さ
れ
た
意

図
も
こ
の
点
に
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
教
授
の
こ
の
企
図
も
教

授
自
身
が
示
唆
し
て
い
る
よ
う
に
勝
呂
教
授
（
勝
呂
、
同
前
）
か
ら
継
承
さ

れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

さ
て
本
書
の
刊
行
に
よ
っ
て
教
授
が
初
期
聡
伽
行
派
の
文
献
史
研
究
の

上
に
寄
与
し
た
大
き
な
貢
献
の
一
つ
は
、
ア
ー
ラ
ャ
識
の
起
源
の
状
況
を

物
語
る
文
節
を
そ
の
論
拠
と
共
に
提
示
し
た
こ
と
で
あ
る
。
教
授
は
『
琉

伽
師
地
論
』
を
、
⑲
ア
ー
ラ
ャ
識
に
全
く
言
及
し
な
い
『
本
地
分
』
の
部

分
と
い
う
最
古
層
と
、
⑨
ア
ー
ラ
ャ
識
が
所
々
で
説
か
れ
る
が
『
解
深
密

経
』
に
は
言
及
し
な
い
『
本
地
分
』
の
残
り
の
部
分
と
い
う
次
に
古
い
層

と
、
③
ア
ー
ラ
ャ
識
を
詳
説
し
『
解
深
密
経
』
を
引
用
す
る
『
摂
決
択

分
』
と
い
う
新
た
な
層
と
の
三
種
の
層
に
分
類
す
る
。
そ
し
て
教
授
は
そ

の
第
二
の
層
の
中
に
、
ア
ー
ラ
ヤ
識
の
概
念
の
起
源
を
考
察
す
る
た
め
の

起
点
と
な
る
文
節
（
冒
旨
巴
、
酷
い
侭
の
）
が
隠
さ
れ
て
い
る
も
の
と
考
え

た
。
教
授
に
よ
れ
ば
、
そ
の
文
節
が
ア
ー
ラ
ャ
識
が
初
め
て
導
入
さ
れ
た

文
脈
を
示
す
も
の
で
あ
る
こ
と
を
証
明
す
る
た
め
に
は
次
の
よ
う
な
基
準

が
満
た
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
口
・
己

日
体
系
的
並
び
に
教
義
的
或
は
解
釈
学
的
な
状
況
が
、
新
た
な
タ
イ

プ
の
識
の
導
入
が
不
可
欠
で
あ
る
段
階
に
達
し
て
い
る
こ
と
が
証
明

さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
亦
は
そ
の
よ
う
な
新
た
な
タ
イ
プ
の
識

が
心
理
的
或
は
神
秘
的
に
直
接
経
験
さ
れ
た
こ
と
に
関
す
る
明
確
な

証
拠
が
存
在
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

口
そ
の
新
た
な
タ
イ
プ
の
識
の
特
性
或
は
機
能
が
〃
ア
ー
ラ
ャ
識
″

と
い
う
語
を
選
択
し
た
こ
と
を
全
く
も
っ
と
も
で
あ
る
と
思
わ
せ
る

よ
う
な
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

＊

＊

＊

教
授
が
こ
の
基
準
を
満
た
し
ア
ー
ラ
ャ
識
が
初
め
て
導
入
さ
れ
た
状
況

を
考
察
す
る
起
点
と
な
る
所
謂
冒
旨
旦
勺
儲
の
侭
の
と
し
て
提
示
し
た
の

は
『
本
地
分
』
静
慮
地
の
一
節
で
あ
る
。
こ
の
箇
所
の
サ
ン
ス
ク
リ
ッ

ト
原
文
は
未
だ
に
公
刊
さ
れ
ず
に
写
真
版
の
ま
ま
丙
も
．
］
畠
尉
葛
巴

両
①
、
の
胃
呂
冒
印
日
員
①
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
。
教
授
に
よ
る
そ
の
校
訂

テ
ク
ス
ト
が
本
書
（
注
一
四
六
）
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
の
で
必
要
に
応
じ
て

そ
れ
を
参
照
し
て
頂
く
こ
と
と
し
て
、
こ
こ
で
は
そ
の
代
わ
り
に
漢
訳
を

掲
示
し
且
つ
教
授
の
英
訳
に
で
き
る
だ
け
順
じ
た
和
訳
を
提
示
し
て
お
く

こ
と
と
す
る
。
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問
、
滅
尽
定
中
諸
心
心
法
並
皆
滅
尽
云
何
説
識
不
離
於
身
。
答
、

由
不
変
壊
諸
色
根
中
有
能
執
持
転
識
種
子
阿
頼
耶
識
不
滅
尽
故
後

時
彼
法
従
此
得
生
。
（
大
正
三
四
○
、
ｃ
二
七
以
下
）

〔
人
が
〕
滅
尽
〔
定
〕
に
入
っ
た
時
に
は
心
も
心
所
も
全
て
減
し

て
い
る
。
だ
の
に
ど
う
し
て
〔
彼
の
〕
心
が
〔
彼
の
〕
身
体
か
ら
離

れ
な
か
っ
た
り
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
〔
問
題
は
な
い
。
〕
何
故
な
ら

彼
の
〔
場
合
に
は
〕
ア
ー
ラ
ャ
識
が
損
傷
し
て
い
な
い
有
色
根
に
於

い
て
〔
存
在
す
る
こ
と
を
〕
止
め
ず
、
そ
れ
ら
（
転
識
）
が
後
に
（
つ

ま
り
静
恵
か
ら
出
た
後
に
）
生
起
す
る
よ
う
に
〔
ア
ー
ラ
ャ
識
が
〕
転

識
の
種
子
を
保
持
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
合
．
。

教
授
が
こ
の
文
節
を
冒
旨
昌
弓
閉
め
樹
①
と
呼
ぶ
の
は
次
の
よ
う
な
理

由
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
ア
ー
ラ
ャ
識
の
概
念
が
考
え
出
さ
れ
た
か
ら
と

云
っ
て
、
そ
の
直
後
に
そ
の
発
見
が
自
ず
か
ら
文
字
に
さ
れ
た
も
の
が
そ

の
ま
ま
の
形
で
保
存
さ
れ
て
い
る
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
そ
の
概
念
の
発

生
の
状
況
は
、
こ
の
文
節
に
示
さ
れ
る
よ
う
な
教
義
的
な
議
論
や
問
答
体

の
形
を
と
っ
て
の
み
保
存
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
う
い
う
訳
で
こ
の

文
節
は
ア
ー
ラ
ャ
識
の
起
源
を
考
え
る
上
で
、
起
点
と
な
る
↓
へ
き
現
在

入
手
し
得
る
唯
一
の
文
節
で
あ
る
。
故
に
教
授
は
こ
の
文
節
を
冒
旨
巴

甸
儲
、
樹
①
と
呼
ぶ
の
で
あ
る
。
命
．
巴

教
授
に
よ
れ
ば
、
冒
旨
巴
も
儲
切
紺
の
が
ア
ー
ラ
ャ
識
が
初
め
て
導
入

さ
れ
た
状
況
を
示
す
文
節
で
あ
る
た
め
に
は
、
上
記
の
二
つ
の
基
準
を
満

た
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
内
の
最
初
の
基
準
は
次
の
よ
う
な

理
由
で
満
た
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
教
授
は
こ
の
文
節
に
於
い
て
は
、
伝

統
的
な
通
常
の
六
種
の
識
と
は
異
な
っ
た
識
が
導
入
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
動
機
に
、
充
分
な
根
拠
が
見
出
さ
れ
る
一
」
と
を
主
張
す
る
。
即
ち
、

こ
の
冒
旨
昌
勺
ゅ
朋
侭
の
は
滅
尽
定
に
於
い
て
何
ら
か
の
識
が
存
在
す
る

こ
と
を
認
め
る
根
本
説
一
切
有
部
所
伝
の
聖
典
『
法
施
比
丘
尼
経
』
の
一

節
を
想
定
し
て
作
ら
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
説
一
切
有
部
で

も
初
期
聡
伽
行
派
で
も
滅
尽
定
に
於
い
て
は
全
て
の
心
心
所
は
中
断
さ
れ

る
と
考
え
ら
れ
た
。
こ
の
伝
承
相
互
の
矛
盾
を
解
消
す
る
た
め
に
、
琉
伽

行
派
は
「
色
心
互
薫
説
」
の
種
子
理
論
に
解
決
法
を
求
め
て
従
来
の
六
種

の
識
と
は
全
く
異
な
っ
た
識
を
考
え
出
し
た
の
で
あ
る
と
教
授
は
言
う
。

（
函
・
“
ｊ
Ｉ
ｍ
）

ま
た
冒
旨
己
甸
凹
朋
凋
の
は
ア
ー
ラ
ャ
識
と
い
う
語
が
選
ば
れ
な
け
れ

ば
な
ら
な
か
っ
た
理
由
を
物
語
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
点
で
第
二
の
基
準

を
も
満
た
し
て
い
る
。
つ
ま
り
ア
ー
ラ
ャ
識
の
語
義
を
説
明
す
る
最
も
古

い
資
料
で
あ
る
『
解
深
密
経
』
が
．
切
種
子
識
は
身
体
と
安
危
を
共
に

す
る
と
い
う
仕
方
で
身
体
に
付
着
し
溶
け
込
み
隠
れ
る
か
ら
ア
ー
ラ
ャ
識

と
言
わ
れ
る
」
と
解
釈
し
て
い
る
よ
う
に
、
冒
旨
昌
勺
凹
め
の
侭
①
の
中
の

滅
尽
定
中
に
存
在
す
る
心
も
「
有
色
根
の
中
に
隠
れ
る
と
い
う
意
味
で
付

着
す
る
一
種
の
心
」
と
い
う
意
味
に
解
す
る
時
に
最
も
理
解
し
や
す
く
な

る
か
ら
で
あ
る
。
Ｇ
司
砕
巴

従
っ
て
教
授
に
よ
れ
ば
、
ア
ー
ラ
ャ
識
の
原
意
は
有
色
根
に
付
着
し
隠

れ
る
こ
と
を
意
味
す
る
駒
く
胃
に
由
来
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の

働
く
司
の
用
法
は
仏
教
聖
典
に
特
有
の
「
執
着
」
を
意
味
す
る
も
の
で
は

な
い
。
教
授
は
こ
の
用
法
を
、
標
準
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
の
基
本
的
な
意

味
に
於
い
て
そ
の
語
を
用
い
る
サ
ー
ン
キ
ャ
学
派
の
用
法
を
採
用
し
た
も

の
で
あ
る
と
言
う
。
サ
ー
ン
キ
ャ
学
派
と
琉
伽
行
派
と
に
、
現
象
を
潜

54



在
と
顕
現
、
消
滅
と
生
起
と
を
対
照
さ
せ
て
把
握
す
る
と
い
う
共
通
し
た

考
え
方
の
あ
る
こ
と
が
こ
の
用
語
の
採
用
に
影
響
を
与
え
た
と
考
え
ら
れ

る
。
宿
．
届
）

＊

＊

＊

第
三
章
で
は
、
こ
の
よ
う
な
滅
尽
定
と
い
う
間
隙
に
架
橋
す
る
も
の
と

し
て
導
入
さ
れ
た
ア
ー
ラ
ャ
識
と
い
う
概
念
が
、
無
心
の
睡
眠
や
気
絶
な

ど
の
、
意
識
の
喪
失
を
そ
の
特
徴
と
す
る
そ
の
他
の
様
々
な
状
態
に
於
け

る
諸
問
題
を
解
決
す
る
も
の
と
し
て
適
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
そ
れ
が

更
に
異
熟
果
と
さ
れ
、
我
執
の
対
象
ま
で
も
意
味
す
る
よ
う
に
な
る
過
程

が
説
明
さ
れ
る
。
先
ず
そ
の
よ
う
な
無
意
識
の
状
態
の
一
例
と
し
て
「
本

地
分
』
意
地
に
説
か
れ
る
誕
生
の
瞬
間
が
取
り
上
げ
ら
れ
る
。
そ
こ
で
は

ア
ー
ラ
ャ
識
が
懐
妊
の
瞬
間
に
生
理
的
な
統
合
作
用
を
行
う
も
の
と
考
え

ら
れ
て
い
る
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
ア
ー
ラ
ャ
識
の
生
理
的
な
統
合

作
用
を
教
授
は
次
の
よ
う
に
説
明
す
る
。
識
が
精
血
に
溶
け
込
む
こ
と
に

よ
っ
て
次
の
瞬
間
に
は
物
質
的
な
要
素
が
身
根
（
冨
淵
目
凰
意
）
を
備
え

る
、
つ
ま
り
感
覚
を
備
え
た
有
機
体
と
な
る
。
そ
し
て
カ
ラ
ラ
の
段
階
の

色
（
日
隠
）
と
名
（
勵
日
沙
）
と
が
凝
結
す
る
こ
と
が
カ
ラ
ラ
を
腐
敗
す
る

こ
と
か
ら
防
止
す
る
。
懐
妊
の
瞬
間
に
精
血
に
溶
け
込
む
、
或
は
凝
結
す

る
と
い
う
こ
と
は
識
の
場
合
に
は
意
識
を
喪
失
す
る
と
い
う
ニ
ュ
ア
ン
ス

を
伴
う
、
つ
ま
り
そ
こ
に
隠
れ
る
と
い
う
意
味
を
含
み
、
そ
れ
が
滅
尽
定

の
識
に
典
型
的
な
特
徴
で
あ
っ
た
。
そ
の
特
徴
の
共
通
性
の
故
に
、
滅
尽

定
に
於
い
て
持
続
す
る
ア
ー
ラ
ヤ
識
が
誕
生
の
瞬
間
に
も
存
在
す
る
識
で

あ
る
と
考
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
命
恥
自
陣
巴

ア
ー
ラ
ャ
識
は
懐
妊
の
瞬
間
に
存
在
す
る
識
と
同
一
視
さ
れ
る
こ
と
に

よ
っ
て
異
熟
果
と
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
④
＆
』
．
ｅ
こ
の
こ
と
は

ア
ー
ラ
ャ
識
が
個
体
存
在
の
所
依
（
倒
自
騨
目
い
ぐ
抄
）
と
考
え
ら
れ
る
方
向
に

一
歩
を
進
め
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
そ
の
方
向
は
『
解
深
密
経
』
に
於
い

て
ア
ー
ラ
ャ
識
が
無
色
界
に
も
存
在
す
る
と
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て

助
長
さ
れ
る
。
つ
ま
り
無
色
界
と
い
う
身
体
の
存
在
し
な
い
世
界
に
ア
ー

ラ
ャ
識
が
存
在
す
る
と
考
え
ら
れ
る
に
至
っ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
ア
ー
ラ

ャ
識
は
そ
れ
ま
で
の
よ
う
に
必
ず
し
も
身
体
に
付
着
し
依
存
す
る
と
考
え

る
必
然
性
は
な
く
な
り
、
身
体
を
離
れ
て
独
自
に
存
在
す
る
も
の
と
考
え

ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
ａ
や
い
い
１
ｓ

即
○
９
℃
○
島
○
口
で
は
ア
ー
ラ
ャ
識
は
個
体
存
在
の
所
依
と
し
て
の
機

能
に
於
い
て
物
質
的
な
も
の
を
凌
ぐ
よ
う
に
な
る
。
そ
う
な
る
こ
と
に
よ

っ
て
初
め
て
、
ア
ー
ラ
ャ
識
が
我
執
や
我
所
執
の
究
極
的
で
最
も
深
層
に

あ
る
対
象
的
基
体
で
あ
る
と
す
る
考
え
が
生
ま
れ
た
。
「
本
地
分
』
で
は

ア
ー
ラ
ャ
識
は
未
だ
我
執
の
対
象
と
は
さ
れ
て
い
な
い
が
、
弓
国
ぐ
算
は

勺
○
吋
陣
○
口
で
は
そ
う
で
あ
る
こ
と
が
明
言
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
文
脈
に
於

い
て
、
ア
ー
ラ
ャ
識
は
「
物
質
的
な
物
に
付
着
す
る
心
」
と
い
う
本
来
の

意
味
で
は
な
く
、
仏
教
聖
典
に
特
有
の
「
我
と
し
て
執
着
さ
れ
る
心
」
の

意
味
で
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
Ｇ
，
巨
』
Ｉ
巴

教
授
の
説
明
か
ら
す
れ
ば
、
ア
ー
ラ
ャ
識
が
我
執
の
対
象
と
考
え
ら
れ

る
よ
う
に
な
る
の
と
、
ア
ー
ラ
ャ
識
が
唯
一
の
異
熟
果
と
し
て
認
め
ら
れ

る
よ
う
に
な
る
過
程
は
、
ほ
ぼ
対
応
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
④
．

冒
坤
。
岸
ｊ
ｔ
司
）

旨
旨
昌
勺
開
吻
侭
①
で
は
ア
ー
ラ
ャ
識
は
身
体
（
有
色
根
）
に
付
着
す
る

も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
た
の
で
、
ア
ー
ラ
ヤ
識
が
身
体
の
原
因
に
な
る
と
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は
考
え
ら
れ
な
か
っ
た
。
し
か
し
ア
ー
ラ
ヤ
識
の
み
が
異
熟
果
で
あ
る
と

さ
れ
、
身
体
は
異
熟
果
か
ら
生
ず
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、

や
が
て
冒
ぐ
律
威
団
。
Ｈ
陸
○
口
で
は
ア
ー
ラ
ャ
識
は
転
識
の
み
な
ら
ず
、
身

体
や
器
世
間
つ
ま
り
全
て
の
存
在
の
原
因
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
よ
う
に

な
る
。
こ
の
段
階
で
は
ア
ー
ラ
ャ
識
は
、
も
は
や
「
身
体
に
付
着
し
隠
れ

る
心
」
を
意
味
せ
ず
、
「
一
切
の
雑
染
法
が
結
果
と
し
て
或
は
原
因
と
し

て
付
着
す
る
心
」
を
意
味
す
る
も
の
と
し
て
再
解
釈
さ
れ
て
い
る
の
で
あ

る
。
④
．
届
い
Ｉ
巴

＊

＊

＊

第
四
章
で
は
ア
ー
ラ
ャ
識
が
煩
悩
の
根
源
と
い
う
否
定
的
な
方
向
へ
展

開
す
る
過
程
が
説
明
さ
れ
る
。
『
本
地
分
』
意
地
で
は
「
如
来
は
所
依
の

全
て
が
鹿
重
（
８
馬
昏
巳
穆
）
を
伴
い
鹿
重
を
本
質
と
す
る
が
故
に
行
苦

と
し
て
の
苦
で
あ
る
と
言
わ
れ
る
」
と
述
、
へ
て
、
諸
行
は
潜
在
的
な
不
安

と
い
う
一
一
ユ
ア
ン
ス
を
持
つ
鹿
重
に
よ
っ
て
苦
し
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
る

と
言
岩
っ
。
侭
陛
皀
砕
巴

鹿
重
は
『
本
地
分
』
の
意
地
で
は
、
煩
悩
の
種
子
と
異
熟
の
種
子
と
そ

の
他
の
無
記
の
種
子
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
鹿
重
は
種
子
と
解

さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
ア
ー
ラ
ヤ
識
に
組
み
込
ま
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ

し
て
ア
ー
ラ
ャ
識
は
、
そ
れ
ま
で
麓
重
に
課
さ
れ
て
い
た
潜
在
的
な
行
苦

の
根
本
た
る
役
割
を
代
わ
っ
て
担
う
こ
と
と
な
る
。
そ
の
発
展
段
階
は

『
本
地
分
』
思
所
成
地
の
吋
閏
四
目
即
昏
凋
騨
目
の
の
註
釈
部
に
典
拠
を

求
め
得
る
。
全
農
函
野
ら

ア
ー
ラ
ャ
識
は
「
本
地
分
』
で
既
に
あ
ら
ゆ
る
種
類
の
精
神
的
な
法
の

種
子
を
含
む
も
の
と
理
解
さ
れ
て
い
た
。
従
っ
て
鹿
重
の
潜
在
的
な
存
在

論
的
或
は
実
在
論
的
な
不
安
と
い
う
側
面
だ
け
で
な
く
、
潜
在
的
な
精
神

的
邪
悪
さ
と
い
う
意
味
の
鹿
重
を
も
組
み
込
み
、
精
神
的
な
汚
染
を
形
成

す
る
煩
悩
の
原
理
或
は
源
泉
へ
と
展
開
す
る
よ
う
に
な
る
。
こ
の
よ
う
に

し
て
ア
ー
ラ
ャ
識
は
、
潜
在
的
な
邪
悪
さ
を
意
味
す
る
鹿
重
を
組
み
込
む

こ
と
に
よ
っ
て
有
取
識
（
ぃ
。
凰
目
息
‐
ぐ
言
曽
騨
）
の
概
念
に
接
近
し
た
と
教

授
は
考
え
る
。
有
取
識
は
、
個
体
存
在
の
他
の
構
成
要
素
に
執
着
し
再
生

に
寄
与
す
る
一
種
の
識
と
し
て
、
根
本
説
一
切
有
部
の
聖
教
に
現
れ
る
概

念
で
あ
る
。
そ
れ
は
『
琉
伽
師
地
論
』
の
『
摂
事
分
』
で
は
、
煩
悩
の

種
子
を
含
み
未
来
の
生
を
促
進
す
る
も
の
と
解
釈
さ
れ
て
い
る
。
種
瞳
Ｉ

心
．
函
咋
澤
）『

摂
事
分
』
の
別
の
一
節
で
識
は
、
一
方
で
は
感
覚
器
官
を
生
理
的
に

統
合
し
肉
体
を
維
持
し
て
衆
生
の
生
存
を
確
保
す
る
養
分
と
さ
れ
、
他
方

で
は
業
と
煩
悩
に
影
響
さ
れ
る
も
の
と
し
て
有
取
で
あ
り
従
っ
て
衆
生
が

未
来
の
生
存
を
取
る
こ
と
を
助
け
る
養
分
で
も
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
こ

の
よ
う
に
有
取
識
の
有
取
た
る
所
以
は
識
が
煩
悩
の
種
子
と
業
の
習
気
を

含
ん
で
い
る
こ
と
に
あ
る
。
倉
唾
．
こ

『
本
地
分
』
で
は
取
（
巨
圃
目
目
）
は
ア
ー
ラ
ヤ
識
と
の
関
連
に
於
い
て

は
生
理
的
統
合
の
意
味
に
於
い
て
の
み
用
い
ら
れ
て
お
り
、
業
と
煩
悩
の

習
気
を
含
む
と
い
う
意
味
で
は
用
い
ら
れ
て
い
な
い
。
新
た
な
潜
在
的
な

識
と
有
取
識
と
の
関
連
性
を
述
ゞ
へ
る
最
初
の
資
料
は
、
教
授
に
依
れ
ば

『
解
深
密
経
」
の
第
五
章
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
肉
体
を
統
合
す
る
機
能
よ

り
も
む
し
ろ
、
ア
ー
ダ
ー
ナ
識
と
い
う
名
称
が
示
し
て
い
る
よ
う
に
新
た

な
生
存
を
捉
え
る
原
理
と
し
て
の
役
割
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。
倉
卜
．
こ

『
解
深
密
経
』
（
第
五
章
）
で
は
、
再
生
と
そ
れ
以
後
の
一
切
の
種
子
を
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有
す
る
心
（
ア
ー
ダ
ー
ナ
識
／
ア
ー
ラ
ャ
識
）
の
成
長
が
、
二
種
の
取
（
執
受
、

ロ
圃
呂
冒
騨
）
に
依
る
こ
と
が
説
か
れ
て
い
る
。
一
つ
は
所
依
を
有
す
る
有
色

根
の
昌
目
胃
煙
で
あ
り
、
他
の
一
つ
は
相
と
名
と
分
別
の
戯
論
の
習
気

の
眉
且
習
い
で
あ
る
。
前
者
が
生
理
的
な
統
合
を
示
す
も
の
で
あ
る
こ

と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
後
者
は
世
間
的
な
存
在
に
対
す
る
潜
在
的
な
執
着

と
い
う
輪
廻
転
生
を
潤
す
精
神
的
に
否
定
的
な
眉
目
胃
ｐ
を
表
し
て
い

る
。
従
っ
て
教
授
に
依
れ
ば
習
気
は
名
目
習
④
の
目
的
語
で
は
な
く
、

習
気
が
即
ち
眉
目
習
い
な
の
で
あ
り
、
「
戯
論
習
気
執
受
」
と
い
う
合
成

語
は
「
戯
論
の
習
気
か
ら
な
る
執
受
（
Ｉ
執
着
）
」
或
は
「
そ
れ
故
に
〔
新

た
な
存
在
が
〕
把
握
さ
れ
る
所
の
戯
論
の
習
気
」
を
意
味
す
る
も
の
と
理

解
さ
れ
る
。
倉
Ｌ
い
Ｉ
吟
缶
鱒
巴

そ
の
一
方
で
吋
国
ぐ
周
昌
勺
○
島
○
画
で
は
眉
目
目
色
は
ア
ー
ラ
ャ
識

の
対
象
と
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
眉
目
習
い
は
ア
ー
ラ
ャ
識
に
よ
っ
て

統
合
さ
れ
包
摂
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
且
つ
新
た
な
生
存
を
把
握
さ
せ
る

も
の
で
あ
る
と
い
う
意
味
で
そ
う
名
付
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
と
考
え

ら
れ
る
。
以
上
の
よ
う
に
し
て
ア
ー
ラ
ャ
識
は
習
気
と
関
連
付
け
ら
れ
る

こ
と
に
よ
っ
て
精
神
的
に
邪
悪
な
執
着
と
関
係
付
け
ら
れ
る
に
至
っ
た
。

（
心
。
、
。
画
）

教
授
は
更
に
旨
員
甚
句
○
Ｈ
陣
○
口
に
於
い
て
「
自
我
と
し
て
執
着
さ
れ

る
心
」
と
し
て
理
解
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
ア
ー
ラ
ヤ
識

の
本
質
が
雑
染
の
原
理
と
し
て
機
能
す
る
こ
と
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
に

至
っ
た
過
程
に
も
言
及
し
て
い
る
。
し
か
し
他
方
で
は
胃
自
蔑
も
○
島
○
口

の
後
世
に
付
加
さ
れ
た
と
教
授
に
よ
っ
て
考
え
ら
れ
て
い
る
一
節
で
は
、

ア
ー
ラ
ャ
識
の
雑
染
の
根
拠
で
あ
る
に
拘
ら
ず
順
解
脱
分
と
順
決
択
分
の

善
根
の
種
子
を
も
含
ん
で
い
る
こ
と
が
説
か
れ
て
い
る
。
ア
ー
ラ
ャ
識
に

雑
染
の
原
理
と
し
て
の
側
面
と
無
漏
法
に
導
く
種
子
を
有
す
る
側
面
と
を

含
ま
し
め
た
た
め
に
問
題
が
惹
起
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
一
方
に
於
い

て
は
ア
ー
ラ
ャ
識
を
雑
染
の
原
理
と
同
一
視
し
た
結
果
、
煩
悩
を
解
脱
し

た
阿
羅
漢
に
は
雑
染
の
根
本
で
あ
る
ア
ー
ラ
ャ
識
が
存
在
し
な
い
た
め
に
、

滅
尽
定
に
住
す
る
阿
羅
漢
に
は
識
が
全
く
存
在
し
な
い
と
考
え
ざ
る
を
得

な
く
な
っ
た
。
他
方
で
は
ア
ー
ラ
ャ
識
に
出
世
間
智
に
導
く
種
子
を
含
ま

し
め
た
結
果
、
衆
生
の
心
に
出
世
間
的
な
法
が
最
初
か
ら
存
在
す
る
と
い

う
如
来
蔵
思
想
の
よ
う
な
思
想
を
引
き
起
こ
す
こ
と
と
な
る
。
念
＆
’
巴

教
授
は
『
摂
決
択
分
』
の
有
心
地
の
記
述
を
そ
の
解
決
法
を
講
じ
た
も

の
と
理
解
し
て
い
る
。
つ
ま
り
そ
こ
で
は
雑
染
法
を
生
起
し
維
持
す
る
役

割
は
も
は
や
ア
ー
ラ
ャ
識
に
は
帰
せ
ら
れ
ず
、
新
た
な
マ
ナ
｜
〈
（
冒
昌
騨
切
）

に
移
行
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
に
し
て
ア
ー
ラ
ャ
識
は
も
は

や
雑
染
の
原
理
で
あ
る
こ
と
は
要
求
さ
れ
ず
、
阿
羅
漢
を
も
生
理
的
に
統

合
す
る
と
い
う
嘗
て
の
機
能
を
再
び
回
復
し
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
『
摂

決
択
分
』
の
有
心
地
で
は
、
阿
羅
漢
に
存
在
す
る
ア
ー
ラ
ャ
識
と
鹿
重
と

の
微
妙
な
関
係
が
未
だ
正
確
に
は
把
握
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
『
摂
決
択

分
』
の
有
余
依
無
余
依
地
で
は
、
『
本
地
分
』
で
既
に
説
か
れ
て
い
る
二

種
の
鹿
重
の
区
別
に
従
っ
て
、
邪
悪
さ
の
観
念
に
関
係
す
る
髭
重
と
は
別

の
、
単
に
不
安
の
観
念
と
関
係
す
る
異
熟
果
に
帰
せ
ら
れ
る
も
う
一
つ
の

鹿
重
が
阿
羅
漢
に
於
い
て
存
在
し
続
け
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
つ
ま
り

阿
羅
漢
性
が
獲
得
さ
れ
る
時
に
除
か
れ
る
の
は
、
潜
在
的
な
邪
悪
さ
を
意

味
し
、
眉
目
目
Ｐ
や
巴
葛
四
と
い
う
概
念
に
よ
っ
て
性
格
付
け
ら
れ
、

そ
れ
故
雑
染
に
責
任
を
負
う
所
の
ア
ー
ラ
ャ
識
の
一
部
と
し
て
の
邪
悪
な
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る
鹿
重
で
あ
る
。
他
方
、
ア
ー
ラ
ャ
識
の
別
の
一
部
で
あ
る
異
熟
果
と
し

て
の
鹿
重
は
、
精
神
的
に
中
性
で
あ
り
、
阿
羅
漢
を
も
生
理
的
に
統
合
し

得
る
も
の
で
あ
る
。
侭
己
』
倖
巴

＊

＊

＊

第
五
章
で
は
教
授
は
、
ア
ー
ラ
ャ
識
が
真
正
の
識
で
あ
る
こ
と
を
証
明

し
よ
う
と
す
る
場
合
に
生
ず
る
様
々
な
問
題
を
検
討
す
る
。
つ
ま
り
識
で

あ
る
限
り
は
、
「
対
象
を
認
識
し
、
少
な
く
と
も
遍
行
の
心
所
と
相
応
す

る
」
と
い
う
阿
毘
達
磨
の
規
定
を
満
た
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し

か
し
も
し
ア
ー
ラ
ャ
識
が
そ
の
よ
う
な
規
定
を
満
た
す
も
の
で
あ
る
な
ら

ば
、
そ
れ
が
滅
尽
定
に
存
在
す
る
こ
と
は
矛
盾
を
犯
す
こ
と
に
な
る
。
何

故
な
ら
「
想
受
滅
定
」
と
い
う
そ
の
正
式
名
称
が
示
す
よ
う
に
、
滅
尽
定

に
は
ア
ー
ラ
ャ
識
に
必
ず
伴
う
遍
行
の
想
と
受
と
の
心
所
法
は
存
在
し
て

は
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
も
し
そ
れ
ら
の
心
所
法
を
伴
わ
な
い

と
す
れ
ば
ア
ー
ラ
ャ
識
は
真
正
の
識
と
は
言
え
な
く
な
る
。
Ｇ
Ｌ
ｌ
ｓ

厚
○
呉
弔
ｏ
島
○
口
で
は
ア
ー
ラ
ャ
識
が
器
世
間
と
所
依
を
知
覚
す
る
こ

と
が
当
然
の
経
験
と
し
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
そ
れ
は
滅
尽
定
に

於
け
る
ア
ー
ラ
ャ
識
の
潜
在
的
な
無
意
識
の
性
格
と
は
矛
盾
す
る
。
従
っ

て
そ
こ
の
記
述
に
於
い
て
は
ア
ー
ラ
ャ
識
と
滅
尽
定
と
の
特
別
な
関
係
が

忘
れ
去
ら
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
け
れ
ど
も
教
授
に

依
れ
ば
、
そ
の
ア
ー
ラ
ャ
識
の
潜
在
的
或
は
不
明
瞭
な
本
質
は
意
識
さ
れ

続
け
、
そ
の
結
果
ア
ー
ラ
ャ
識
の
認
識
機
能
に
不
可
知
と
か
不
明
瞭
と
い

う
性
格
付
け
が
さ
れ
る
こ
と
と
と
な
っ
た
。
命
．
ご

弓
国
ぐ
吋
昏
勺
○
Ｈ
は
○
口
で
は
五
遍
行
が
ア
ー
ラ
ヤ
識
と
相
応
す
る
と
さ
れ

る
。
し
か
し
そ
れ
で
は
滅
尽
定
に
想
や
受
が
存
在
す
る
と
す
る
こ
と
に
な

り
矛
盾
を
来
た
す
こ
と
と
な
る
。
呵
国
ぐ
門
菖
勺
。
畠
。
ご
で
は
滅
尽
定
の
こ

と
は
触
れ
ら
れ
ず
、
滅
尽
定
と
ア
ー
ラ
ャ
識
と
の
特
別
な
関
係
に
は
注
意

が
払
わ
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
ア
ー
ラ
ャ
識
の
潜
在
的
な
性
格
は
気
づ
か

れ
て
い
て
、
ア
ー
ラ
ヤ
識
と
相
応
す
る
心
所
を
「
世
間
の
聡
慧
者
に
と
っ

て
さ
え
観
察
し
難
い
が
故
に
微
細
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
よ
う

な
解
決
策
は
不
苦
不
楽
受
の
場
合
は
よ
い
と
し
て
も
、
想
や
思
や
作
意
と

い
う
活
動
的
な
心
所
の
場
合
に
は
問
題
が
残
る
。
そ
れ
故
『
摂
決
択
分
』

の
有
心
地
や
『
顕
揚
聖
教
論
』
の
よ
う
に
犀
。
＆
弓
○
昌
○
］
］
と
密
接
に
関

係
す
る
テ
ク
ス
ト
に
於
い
て
さ
え
ア
ー
ラ
ャ
識
が
不
苦
不
楽
受
と
相
応
す

る
と
言
う
に
止
め
て
他
の
遍
行
法
と
相
応
す
る
と
は
言
わ
な
い
。
命
．
巴

＊

＊

＊

本
書
の
特
徴
で
あ
る
理
論
の
精
密
さ
は
上
述
の
如
き
要
約
に
よ
っ
て
は

と
う
て
い
表
現
す
る
こ
と
は
叶
わ
な
い
が
、
差
し
当
た
り
筆
者
は
以
上
の

よ
う
に
本
書
の
中
核
と
な
る
最
初
の
五
章
を
要
約
し
て
み
た
の
で
あ
る
。

以
下
は
シ
ュ
ミ
ッ
ト
ハ
ウ
ゼ
ン
教
授
の
精
微
な
論
述
に
は
比
す
べ
く
も
な

い
筆
者
の
粗
雑
な
所
見
で
あ
る
。

教
授
が
詳
細
な
議
論
に
よ
っ
て
導
か
れ
た
個
々
の
問
題
に
関
す
る
結
論

は
、
そ
れ
ら
が
仮
説
と
し
て
提
起
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
以
上
は
尚
更
に
、

我
々
に
と
っ
て
は
そ
れ
ぞ
れ
の
テ
ク
ス
ト
と
照
ら
し
合
わ
せ
て
一
つ
一
つ

具
体
的
に
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
課
題
と
な
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
筆
者
自
身
に
教
授
の
論
証
の
ど
れ
か
を
直
ち
に
具
体
的
に
検
証

す
る
だ
け
の
準
備
も
な
い
。
従
っ
て
筆
者
の
所
見
は
ど
う
し
て
も
本
書
に

見
ら
れ
る
論
証
法
全
体
か
ら
受
け
る
印
象
の
域
を
出
な
い
も
の
と
な
ら
ざ

る
を
得
な
い
。
教
授
の
方
法
論
特
に
初
期
琉
伽
行
派
文
献
の
「
伝
承
」
の
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取
り
扱
い
方
や
、
そ
の
歴
史
性
に
関
す
る
見
解
を
批
評
し
た
も
の
と
し
て

は
、
既
に
袴
谷
憲
昭
教
授
に
「
マ
イ
ト
レ
ー
ヤ
の
五
法
の
軌
跡
」
（
山
口
瑞

鳳
監
修
『
チ
、
ヘ
ッ
ト
の
仏
教
と
社
会
』
一
九
六
八
年
、
二
三
四
’
二
六
五
頁
）
と

「
シ
ュ
ミ
ッ
ト
ハ
ウ
ゼ
ン
教
授
の
ア
ー
ラ
ャ
識
論
」
（
『
駒
沢
大
学
仏
教
学
部

論
集
』
第
十
九
号
一
九
七
○
年
、
四
○
四
’
四
一
四
頁
）
が
あ
る
。
筆
者
も
嘗

て
一
文
を
草
し
た
こ
と
が
あ
る
（
「
Ｌ
・
シ
ュ
ミ
ッ
ト
ハ
ゥ
ゼ
ン
『
阿
毘
達
磨
集

論
』
の
見
道
規
定
と
そ
の
チ
、
ヘ
ッ
ト
註
釈
（
特
に
プ
ト
ン
の
註
釈
に
関
し
て
）
」
（
『
仏

教
学
セ
ミ
ナ
ー
』
第
四
○
号
一
九
八
四
年
六
七
’
七
四
頁
）
。
ポ
ウ
ル
Ｊ
・
グ

リ
ッ
フ
ィ
ス
教
授
も
同
様
の
立
場
か
ら
本
書
を
批
評
し
て
い
る
。
呵
四
己

］
．
⑦
且
囲
昏
の
《
↑
陽
冨
昌
四
乱
百
脚
目
Ｐ
ｏ
ｐ
言
①
○
国
唱
口
⑳
己
ｇ
井
口
の
同
肖
毎

口
①
ぐ
里
○
℃
目
①
鼻
具
四
○
①
ロ
ヰ
巴
○
○
口
。
①
耳
旦
倒
品
胃
胃
四
吋
宮
さ
め
○
℃
ロ
『

ず
ｄ
Ｆ
ｐ
Ｂ
馬
昇
の
目
白
畔
ぼ
ゅ
扇
①
ロ
」
》
』
日
意
、
。
里
ミ
ミ
ミ
尋
恥
冒
詩
ミ
ミ
さ
苫
昌

ｋ
』
閏
。
ミ
ミ
ミ
』
具
即
良
き
苫
黛
堕
卓
貝
蔚
》
ぐ
巳
．
旨
》
Ｚ
。
．
』
（
ら
忠
）
）
も
や

』
『
つ
ｌ
］
『
『
．

因
に
前
記
の
二
つ
以
外
で
筆
者
の
目
に
触
れ
た
本
書
に
関
す
る
書
評
或

は
紹
介
と
し
て
は
、
シ
ュ
タ
イ
ン
ヶ
ル
ナ
ー
（
固
聾
①
旦
声
の
旨
の
周
》
爵
ミ
ミ

国
風
詩
忌
ご
意
、
ミ
ミ
恥
罰
局
畠
号
曾
ミ
蔑
亀
亀
房
】
、
四
国
Ｑ
〆
〆
〆
目
目
』
ら
沼
』
己
や
隠
ゆ
ｌ

麗
ｅ
、
ジ
ャ
ッ
ク
・
メ
イ
（
旨
。
壱
①
、
冨
葛
、
曽
号
‐
専
念
ミ
ミ
蓉
舂
ミ
書
↑
具
、
ぐ
巳
．

認
、
冒
恥
』
ご
ｇ
、
層
．
己
？
ｇ
Ｃ
両
教
授
に
よ
る
も
の
が
あ
る
。

＊

＊

＊

ア
ー
ラ
ャ
識
の
原
意
を
求
め
る
に
際
し
て
教
授
が
採
っ
た
方
針
は
、
全

て
の
文
脈
に
共
通
す
る
意
味
を
求
め
る
こ
と
を
目
指
す
こ
と
で
は
な
く
、

先
ず
一
つ
の
原
意
が
あ
り
、
そ
れ
が
忘
れ
ら
れ
た
後
に
別
の
文
脈
に
用
い

ら
れ
、
そ
の
結
果
、
後
の
文
脈
に
於
け
る
ア
ー
ラ
ャ
識
は
そ
の
原
意
と
は

矛
盾
す
る
意
味
を
持
つ
に
至
っ
た
の
で
あ
る
と
す
る
方
向
で
そ
の
考
察
を

遂
行
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
教
授
は
こ
の
よ
う
な
考
え
方
に
基
づ
い

て
、
ア
ー
ラ
ャ
識
の
概
念
の
展
開
の
過
程
を
跡
付
け
た
の
で
あ
る
。
教
授

が
そ
の
過
程
を
跡
付
け
る
た
め
に
展
開
す
る
詳
細
な
議
論
は
、
恰
も
上
質

の
探
偵
小
説
を
読
む
場
合
に
も
似
た
推
理
の
緊
張
感
に
満
ち
た
楽
し
み
を

与
え
て
く
れ
る
。
も
し
教
授
が
表
現
の
厳
密
さ
に
因
わ
れ
過
ぎ
ず
に
、
も

う
少
し
簡
潔
で
平
易
な
文
章
で
述
べ
る
労
力
を
惜
し
ま
な
か
っ
た
な
ら
ば
、

読
者
の
楽
し
み
は
倍
増
し
た
は
ず
で
あ
る
。

と
は
言
え
筆
者
に
教
授
の
方
法
に
全
く
不
満
が
な
い
訳
で
は
な
い
。
教

授
へ
の
賞
讃
の
思
い
と
共
に
、
何
か
し
ら
納
得
の
い
か
な
い
思
い
が
強
く

わ
だ
か
ま
っ
て
い
る
こ
と
も
否
定
で
き
な
い
。
確
か
に
今
目
の
前
で
『
琉

伽
師
地
論
』
は
教
授
の
精
密
な
理
論
で
裁
断
さ
れ
、
そ
れ
が
異
質
な
層
か

ら
構
築
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
論
証
さ
れ
た
。
教
授
は
「
本
地
分
」
の
、
し

か
も
通
常
は
ほ
ぼ
同
質
の
も
の
と
考
え
ら
れ
て
き
た
思
所
成
地
に
至
る
最

初
の
十
一
地
の
各
地
の
間
に
さ
え
、
成
立
年
代
を
異
に
す
る
異
質
な
層
が

存
在
す
る
と
主
張
す
る
。
こ
の
よ
う
な
見
解
に
立
つ
教
授
か
ら
す
れ
ば
、

『
礒
伽
師
地
論
』
が
一
人
の
著
者
に
よ
っ
て
計
画
さ
れ
た
作
品
で
あ
る
と

す
る
向
井
亮
教
授
の
考
え
は
と
う
て
い
認
め
ら
れ
な
い
。
し
か
し
向
井
説

の
よ
う
に
そ
の
著
者
或
は
編
纂
者
を
一
人
の
人
と
考
え
る
こ
と
の
当
否
は

と
も
か
く
と
し
て
、
そ
れ
を
読
ん
だ
礒
伽
行
者
の
こ
と
を
考
え
る
と
、
教

授
の
考
え
方
は
筆
者
に
は
そ
の
ま
ま
に
首
肯
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

言
う
ま
で
も
な
く
「
峨
伽
師
地
論
」
は
琉
伽
行
の
実
践
を
教
え
る
テ
ク

ス
ト
で
あ
る
。
そ
の
テ
ク
ス
ト
が
教
授
が
言
う
よ
う
に
、
異
質
な
層
か
ら

成
る
一
貫
性
の
な
い
寄
せ
集
め
の
よ
う
な
観
を
呈
す
る
も
の
で
あ
れ
ば
、
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果
た
し
て
実
践
の
指
導
書
の
用
に
た
つ
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
或
は
た
と
え

そ
れ
を
実
践
の
書
と
し
て
で
は
な
く
思
想
の
書
と
し
て
見
た
と
し
て
も
、

そ
れ
ほ
ど
の
間
隔
を
隔
て
ず
に
現
れ
る
「
ア
ー
ラ
ャ
識
」
と
い
う
同
一
の

概
念
が
そ
の
内
容
を
異
に
し
て
い
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
よ
う
な
概
念
が
果

た
し
て
何
ら
か
の
思
想
を
伝
え
る
も
の
と
し
て
機
能
し
得
る
で
あ
ろ
う
か
。

た
と
え
そ
れ
ら
が
本
来
は
異
質
な
文
脈
に
於
い
て
用
い
ら
れ
て
い
た
も
の

で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
編
纂
当
時
に
は
そ
れ
ら
が
「
ア
ー
ラ
ャ
識
」
と
い

う
一
つ
の
概
念
に
抱
摂
さ
れ
た
「
基
本
的
な
意
味
」
に
よ
っ
て
説
明
し
う

る
文
脈
と
し
て
理
解
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
お
り
、
そ
れ
故
編
蟇
者
は

「
ア
ー
ラ
ャ
識
」
と
い
う
語
を
冒
頭
か
ら
何
の
規
定
も
せ
ず
に
用
い
る
こ

と
が
出
来
た
の
で
あ
る
と
考
え
る
方
が
よ
り
自
然
な
の
で
は
な
い
で
あ
ろ

う
か
。教

授
が
本
書
を
著
述
し
た
動
機
が
、
『
聡
伽
師
地
論
』
を
過
去
の
思
想

の
形
骸
化
し
た
遺
物
と
し
て
で
は
な
く
、
琉
伽
行
思
想
の
歴
史
的
な
展
開

を
生
き
生
き
と
示
す
一
つ
の
プ
ロ
セ
ス
と
し
て
再
構
築
し
よ
う
と
し
た
こ

と
に
あ
る
こ
と
は
冒
頭
に
述
ぺ
た
。
確
か
に
教
授
の
記
述
か
ら
わ
れ
わ
れ

は
、
『
職
伽
師
地
論
』
と
い
う
一
つ
の
書
物
が
、
如
何
に
異
質
な
要
素
か

ら
構
成
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
か
、
そ
し
て
ど
う
の
よ
う
な
仕
方
で
現

在
あ
る
よ
う
な
形
態
を
と
る
よ
う
に
な
っ
た
か
と
い
う
こ
と
を
考
察
す
る

具
体
的
な
方
法
を
教
え
ら
れ
た
。
そ
れ
は
生
き
た
思
想
の
営
み
を
記
述
す

る
こ
と
に
一
面
に
於
い
て
成
功
し
た
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
そ
れ
は
他

の
一
面
に
於
い
て
、
実
践
の
書
と
し
て
で
あ
れ
思
想
の
書
と
し
て
で
あ
れ

『
琉
伽
師
地
論
』
と
い
う
一
つ
の
書
物
の
持
つ
思
想
の
一
貫
性
を
見
失
わ

せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
生
き
た
思
想
を
充
分
に
把
握
す
る
こ
と
に
は
成
功

し
て
い
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
筆
者
に
は
そ
の
不
成
功
が
ア
ー
ラ

ャ
識
の
概
念
の
「
包
括
的
な
意
味
」
の
追
及
を
教
授
が
敢
え
て
避
け
た
こ

と
に
由
来
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

＊

＊

＊

も
と
よ
り
筆
者
に
今
こ
こ
で
直
ち
に
、
『
琉
伽
師
地
論
』
編
纂
当
時
に

そ
の
編
纂
者
が
様
灸
な
文
脈
に
現
れ
る
ア
ー
ラ
ャ
識
に
共
通
す
る
「
基
本

的
な
意
味
」
と
し
て
想
定
し
て
い
た
も
の
が
何
で
あ
っ
た
か
を
論
証
す
る

準
備
が
あ
る
訳
で
は
な
い
。
し
か
し
一
つ
の
可
能
性
と
し
て
、
シ
ュ
、
、
ツ

ト
ハ
ウ
ゼ
ン
教
授
は
否
定
す
る
が
、
例
え
ば
勝
呂
教
授
の
言
う
よ
う
に
、

既
に
律
蔵
や
阿
含
の
中
に
定
形
句
の
形
を
と
っ
て
登
場
し
、
『
摂
大
乗
論
』

に
も
ア
ー
ラ
ャ
識
の
先
駆
思
想
と
し
て
引
用
さ
れ
る
よ
う
に
、
当
時
の
仏

教
僧
伽
に
周
知
の
一
‐
世
界
の
衆
生
は
ア
ー
ラ
ャ
を
愛
し
、
ア
ー
ラ
ャ
を
楽

し
み
、
ア
ー
ラ
ヤ
を
喜
び
」
と
い
う
フ
レ
ー
ズ
に
用
い
ら
れ
る
一
‐
ア
ー
ラ

ャ
」
と
い
う
語
の
仏
教
に
特
有
の
用
法
で
あ
る
「
我
執
の
対
象
」
の
意
味

を
そ
の
中
核
と
し
て
採
用
し
、
そ
れ
に
動
詞
四
く
司
の
「
隠
れ
て
横
た
わ

る
」
と
い
う
標
準
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
の
基
本
的
な
意
味
を
付
加
し
て
形

成
さ
れ
た
も
の
と
し
て
再
検
討
す
る
こ
と
を
提
起
し
た
い
と
思
う
。

教
授
は
ア
ー
ラ
ャ
識
が
初
め
て
導
入
さ
れ
た
折
り
の
状
況
を
物
語
る
所

謂
冒
旨
昌
勺
儲
の
侭
①
に
説
か
れ
る
ア
ー
ラ
ャ
識
に
は
「
我
執
の
対
象
」

と
し
て
の
意
味
は
含
ま
れ
て
い
な
い
と
言
う
。
し
か
し
こ
の
一
文
が
教
授

の
言
う
よ
う
に
根
本
説
一
切
有
部
所
伝
の
「
法
施
比
丘
尼
経
」
を
想
定
し

て
述
べ
ら
れ
た
も
の
と
す
れ
ば
、
そ
の
経
で
は
滅
尽
定
に
識
が
あ
る
こ
と

は
、
衆
生
を
生
か
し
て
い
る
も
の
が
寿
と
体
温
と
識
で
あ
り
、
死
に
於
い

て
は
そ
れ
ら
が
身
体
を
離
れ
る
と
い
う
文
脈
に
於
い
て
述
雫
へ
ら
れ
た
も
の
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で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
つ
ま
り
滅
尽
定
に
識
が
存
在
す
る
と
い
う
こ
と

は
衆
生
の
生
死
つ
ま
り
輪
廻
と
の
関
連
に
於
い
て
説
か
れ
て
い
る
の
で
あ

づ
（
》
Ｏ

そ
も
そ
も
こ
の
経
は
有
身
（
ぃ
騨
房
母
鱒
）
と
は
何
で
あ
り
、
有
身
の
原
因

が
何
で
あ
り
、
有
身
の
減
と
は
何
で
あ
ろ
う
か
、
と
い
う
ヴ
ィ
シ
ャ
ー
カ

の
問
い
で
始
ま
っ
て
い
る
。
法
施
比
丘
尼
は
有
身
と
は
「
五
取
穂
」
で
あ

り
、
有
身
の
原
因
と
は
「
再
生
に
導
き
、
喜
び
と
負
り
と
を
伴
い
、
あ
れ

や
こ
れ
や
〔
の
生
存
〕
を
よ
ろ
こ
び
と
す
る
渇
愛
」
で
あ
り
、
有
身
の
減

と
は
「
再
生
に
導
き
：
。
…
よ
ろ
こ
び
と
す
る
渇
愛
の
、
残
り
な
き
捨
離
、

遠
離
、
減
、
離
負
、
絶
滅
、
寂
静
、
消
滅
」
で
あ
る
と
答
え
て
い
る
〔
本

庄
良
文
「
シ
ヤ
マ
タ
デ
ー
ヴ
ァ
の
伝
へ
る
「
大
業
分
別
経
』
と
『
法
施
比

丘
尼
経
』
」
（
『
仏
教
文
化
研
究
』
二
八
号
、
一
九
八
三
年
）
一
○
五
’
一
○
六
頁
〕
。

こ
の
よ
う
に
こ
の
経
の
主
題
は
輪
廻
転
生
す
る
主
体
（
五
取
穂
）
と
そ
の
原

因
（
渇
愛
）
と
そ
れ
を
仏
道
に
よ
っ
て
断
じ
た
結
果
（
浬
梁
）
を
説
明
す
る

こ
と
で
あ
る
。
滅
尽
定
に
於
い
て
も
消
滅
し
な
い
と
考
え
ら
れ
た
識
も
、

教
授
の
よ
う
に
如
上
の
経
典
の
主
題
と
切
り
離
し
て
考
え
る
、
へ
き
で
は
な

い
で
あ
ろ
う
。
琉
伽
行
派
は
こ
の
識
こ
そ
輪
廻
転
生
す
る
主
体
で
あ
る
と

考
え
、
そ
し
て
そ
れ
を
輪
廻
転
生
せ
し
め
る
原
因
が
経
で
は
あ
れ
や
こ
れ

や
の
〔
生
存
〕
を
よ
ろ
こ
び
と
す
る
渇
愛
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
所
か
ら

直
ち
に
、
「
我
と
し
て
愛
さ
れ
、
楽
し
ま
れ
、
喜
ば
れ
て
い
る
」
仏
教
僧

伽
に
周
知
の
「
ア
ー
ラ
ャ
」
を
想
起
し
た
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

以
上
の
よ
う
に
教
授
が
ア
ー
ラ
ャ
識
が
初
め
て
導
入
さ
れ
た
と
想
定

し
、
そ
こ
に
は
我
執
の
意
味
は
含
ま
れ
て
い
な
い
と
し
た
文
節
に
於
い
て

さ
え
、
ア
ー
ラ
ヤ
識
に
我
執
の
対
象
と
し
て
の
意
味
が
既
に
含
ま
れ
て
い

る
と
考
え
る
こ
と
は
充
分
に
可
能
な
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
今
後
我
々
は

冒
旨
巴
甸
閉
め
紺
①
以
外
の
ア
ー
ラ
ャ
識
が
登
場
す
る
文
節
に
関
し
て
も
、

教
授
に
よ
っ
て
極
め
て
具
体
的
な
形
で
提
示
さ
れ
た
「
用
語
法
の
分
析
に

よ
る
思
想
史
の
解
明
」
と
い
う
手
法
を
検
討
し
つ
つ
、
個
々
の
文
脈
に
於

い
て
ア
ー
ラ
ャ
識
と
い
う
概
念
が
担
っ
て
い
る
意
味
を
改
め
て
考
察
し
て

み
る
必
要
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
（
一
九
九
○
・
一
○
・
九
）

Ｆ
四
日
｝
〕
の
耳
、
巳
戸
昌
騨
旨
④
ロ
の
①
ご
）
建
言
篁
画
己
ミ
ニ
ミ
ミ

ー
○
昌
昏
の
○
烏
冒
沙
且
言
①
園
倒
与
口
の
ぐ
巴
。
君
国
の
貝

旦
色
Ｒ
ロ
ヰ
巴
８
口
。
の
ｇ
９
国
ｏ
喝
３
国
、
勺
巨
○
ぬ
名
ご
ｌ

卜

陣
巨
目
色
、
弓
冨
き
ざ
四
ｏ
包
団
一
己
Ｑ
昼
○
四
岬
冒
Ｏ
ｐ
Ｏ
唱
四
召
揖
の
①
国
①
の
〕
胃
ぐ
』

目
○
丙
吋
○
ゞ
Ｈ
昌
蔚
Ｈ
ロ
①
陸
○
国
昌
目
昌
普
詳
口
尉
昏
Ｈ
国
巨
Ｑ
Ｑ
目
鼻
の
庁
ロ
日
＄
。

］
③
、
式
圃
凹
再
胃
馳
日
①
誤
廿
畔
皿
門
〕
函
嵯
』
己
騨
昇
昌
唖
ｚ
鼻
①
い
〕
切
旨
］
旨
叩

叶
騨
ご
ぽ
ぐ
ｐ
ｐ
ｑ
閂
国
・
旨
①
、
〕
画
娼
画
ｌ
「
つ
○
℃
抄
唾
①
巴
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