
本
書
は
書
名
の
副
題
に
も
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
『
摂
大
乗
論
』

Ｑ
誉
冒
菖
薑
含
吻
§
電
倉
言
、
号
．
ミ
巴
第
十
章
の
翻
訳
（
英
訳
）
を
中
心
に
し
た

研
究
で
あ
る
。
周
知
の
よ
う
に
、
冒
吻
は
ア
サ
ン
ガ
（
無
着
）
の
著
作
で
あ

り
、
琉
伽
行
派
の
立
場
か
ら
仏
教
を
体
系
的
に
論
述
し
た
も
の
で
あ
る
。

そ
の
書
名
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
こ
の
諭
書
は
大
乗
仏
教
の
概
説
書

で
あ
っ
て
、
論
全
体
が
教
・
行
・
果
と
も
い
う
べ
き
一
つ
の
流
れ
を
持
っ

た
構
成
と
な
っ
て
い
る
。
即
ち
、
第
一
章
「
知
ら
れ
る
べ
き
も
の
の
依
り

所
」
（
所
知
依
分
）
第
二
章
「
知
ら
れ
る
べ
き
も
の
の
相
」
（
所
知
相
分
）
が

教
で
あ
り
、
第
三
章
「
知
ら
れ
る
べ
き
も
の
の
相
へ
の
悟
入
」
（
入
所
知
相

分
）
か
ら
第
八
章
「
高
度
の
慧
学
」
（
増
上
慧
学
分
）
ま
で
が
行
で
あ
り
、
第

九
章
「
結
果
と
し
て
の
断
除
‐
一
（
果
断
分
）
第
十
章
「
結
果
と
し
て
の
智
」

（
彼
果
智
分
）
が
果
で
あ
る
。
従
っ
て
、
第
十
章
で
は
最
終
的
に
獲
得
さ
れ

る
結
果
（
覚
り
）
そ
の
も
の
が
テ
ー
マ
と
さ
れ
、
覚
り
の
具
体
的
な
様
相
が

三
身
（
法
身
・
受
用
身
・
変
化
身
）
を
中
心
に
し
て
説
明
さ
れ
て
い
る
。
本
書

は
そ
れ
を
《
《
目
胃
屈
①
昌
日
旦
衿
言
農
の
昌
侭
（
覚
り
の
世
界
）
》
〕
と
題
し

勺
胃
二
』
］
・
の
凰
鄙
夢
鮮
ｚ
日
賦
富
国
“
厨
口
国
冒
》

吉
富
）
面
．
【
①
①
口
自
］
）
閏
昌
弔
鼬
巳
嗣
．
切
君
閏
勗
○
口
｝

ご
尽
知
菖
冒
旦
隆
薑
ミ
ミ
ミ
蝋
隆
尋
ミ
房
昏
昏
ミ

ミ
ミ
望
雲
暑
旦
罫
⑮
忌
薑
罫
ｏ
言
茸
ミ
ミ

崔
曽
書
叱
ロ
啄
置
冒
寄
ご
画
苫
国
旨
署
叱
§
吾
邑

兵
藤
一
夫

て
扱
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

尽
い
に
関
し
て
は
、
こ
れ
ま
で
勝
れ
た
研
究
が
な
さ
れ
て
い
る
。
中
で

も
、
両
．
旧
い
目
○
茸
碑
伊
畠
８
ミ
ミ
や
昌
一
電
ミ
ミ
ミ
雪
。
昌
口
弓
陦
昌
唱

Ｑ
昏
言
葛
曽
曽
営
電
急
ぎ
）
Ｆ
ｏ
巨
司
昌
口
〉
己
囹
〕
長
尾
雅
人
『
摂
大
乗
論
』
和

訳
と
注
解
上
、
下
（
東
京
、
一
九
八
二
、
一
九
八
七
）
は
、
詳
細
な
注
記
を
伴

っ
た
全
編
の
現
代
語
訳
で
あ
り
、
こ
の
難
解
な
論
害
を
我
炎
の
身
近
な
も

の
に
し
て
く
れ
る
も
の
で
あ
る
。
と
く
に
後
者
は
、
注
解
と
い
う
か
た
ち

で
著
者
の
解
説
が
附
さ
れ
、
一
層
我
々
に
理
解
し
や
す
い
も
の
と
な
っ
て

い
る
。
筆
者
は
本
書
の
紹
介
を
す
る
に
際
し
て
、
こ
の
長
尾
博
士
の
研
究

を
大
い
に
参
照
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
、
尽
ｍ
の
本
論
と
諸
注
釈
の
サ
ン

ス
ク
リ
ッ
ト
原
典
は
失
わ
れ
て
い
る
の
で
、
そ
の
研
究
に
は
チ
ベ
ッ
ト
訳

と
漢
訳
が
基
本
資
料
と
な
る
。
旨
吻
本
論
に
関
し
て
は
チ
ゞ
ヘ
ッ
ト
訳
と
四

種
の
漢
訳
（
仏
陀
扇
多
・
真
諦
・
笈
多
共
行
矩
等
・
玄
美
）
が
残
さ
れ
て
い
る

注
釈
に
は
ヴ
ァ
ス
バ
ン
ド
ゥ
（
世
親
）
の
胃
昌
魯
冒
畠
昌
電
§
§
言
超
ｓ

（
号
』
嵐
望
）
と
ア
ス
ヴ
ァ
バ
ー
ヴ
ァ
（
無
性
）
の
旨
倉
言
菖
苫
冒
§
電
負
‐

言
、
倉
昌
冨
員
言
曽
昌
（
§
．
こ
い
Ｓ
が
あ
り
、
前
者
に
関
し
て
は
、
チ
ベ
ッ

ト
訳
（
脱
落
や
落
丁
が
あ
り
不
完
全
）
と
三
種
の
漢
訳
（
真
諦
・
笈
多
共
行
矩
等

．
玄
奨
）
が
残
さ
れ
て
い
る
。
後
者
に
関
し
て
は
、
チ
、
言
ヘ
ッ
ト
訳
と
漢
訳

（
玄
英
）
が
残
さ
れ
て
い
る
。
（
ま
た
、
作
者
が
不
詳
で
、
第
一
章
の
途
中
ま
で
の

チ
ベ
ッ
ト
訳
の
み
残
さ
れ
て
い
る
注
釈
が
あ
る
が
、
本
書
に
は
関
係
し
な
い
の
で
触

れ
な
い
で
お
く
。
）
そ
し
て
、
現
在
の
冒
吻
の
研
究
で
は
、
こ
れ
ら
す
べ
て

の
訳
や
注
釈
を
参
照
す
る
こ
と
が
当
然
視
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
に
は
佐

灸
木
月
樵
『
漢
訳
四
本
対
照
摂
大
乗
論
」
や
Ｆ
ｐ
Ｂ
ｏ
茸
①
と
長
尾
両
博
士

の
研
究
方
法
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
と
思
わ
れ
る
。
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「
謝
辞
」
に
よ
れ
ば
、
著
者
の
一
人
で
あ
る
駒
沢
大
学
教
授
袴
谷
憲
昭

氏
が
一
九
八
一
年
に
ウ
ィ
ス
コ
シ
ン
大
学
今
ジ
ソ
ン
）
に
客
員
教
授
と
し

て
招
聰
さ
れ
た
と
き
、
袴
谷
教
授
を
中
心
と
し
て
旨
い
第
十
章
の
セ
ミ

ナ
ー
が
持
た
れ
（
約
二
年
間
継
続
）
、
そ
の
時
の
研
究
成
果
が
本
書
の
核
と

な
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
本
書
の
共
著
者
で
あ
る
弓
秒
巳
］
．
。
Ｈ
愚
昏
の

（
現
在
ノ
ー
ト
ル
ダ
ム
大
学
助
教
授
）
と
］
○
彦
昌
局
・
属
①
①
口
四
口
（
現
在
ミ
ド
ゥ

ル
バ
リ
ー
大
学
助
教
授
）
と
弓
②
巳
５
．
，
急
四
目
の
○
画
（
現
在
南
山
大
学
助
教
授
）

の
三
氏
は
そ
の
セ
ミ
ナ
ー
の
主
だ
っ
た
メ
ン
バ
ー
で
あ
っ
た
。
こ
の
セ
、
、
、

ナ
ー
は
、
前
述
し
た
よ
う
な
研
究
方
法
を
忠
実
に
取
り
入
れ
て
い
る
。

冒
切
本
論
の
諸
訳
と
ミ
ｍ
望
と
旨
い
ｑ
の
諸
訳
ば
か
り
で
な
く
、
『
大

乗
荘
厳
経
論
』
（
：
皇
自
ら
『
阿
毘
達
磨
集
論
』
（
：
．
息
）
と
そ
の
注
釈

な
ど
も
参
照
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
と
き
の
成
果
の
一
つ
と
し
て
、

既
に
袴
谷
教
授
は
亘
昏
首
旨
患
昌
ミ
ミ
ミ
亀
蒼
訂
曽
笥
言
最
終
章
和
訳
」

（
『
駒
沢
大
学
仏
教
学
部
研
究
紀
要
』
ｚ
○
．
造
ゞ
届
麗
）
を
出
し
て
お
り
、
そ
こ

に
は
前
述
の
セ
ミ
ナ
ー
の
様
子
な
ど
も
述
。
へ
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
着
実
な
研
究
方
法
に
よ
っ
て
、
ミ
い
を
中
心
と
し
た
唯
識

文
献
に
深
い
学
識
を
持
つ
袴
谷
教
授
に
指
導
さ
れ
た
、
新
進
気
鋭
の
学
者

達
が
獲
得
し
た
成
果
は
、
当
然
の
こ
と
で
は
あ
る
が
、
我
灸
を
碑
益
す
る

で
あ
ろ
う
。
た
だ
、
残
念
に
思
う
こ
と
は
、
著
者
も
遺
憾
の
意
を
表
し
て

い
る
が
、
前
述
の
長
尾
博
士
の
研
究
成
果
合
摂
大
乗
論
』
和
訳
と
注
解
、
下
）

を
参
照
し
て
い
な
い
こ
と
で
あ
る
。

本
書
は
序
論
と
三
部
か
ら
な
る
。
目
次
に
よ
り
構
成
を
示
せ
ば
次
の
よ

う
で
あ
る
。

「
は
し
が
き
」
な
ど
に
よ
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
の
部
分
に
対
す
る
著
者
の
意

趣
を
略
説
す
れ
ば
、
次
の
よ
う
で
あ
る
。

序
論
は
、
第
一
部
以
下
の
翻
訳
を
理
解
し
や
す
く
す
る
た
め
に
、
』
嵐

（
特
に
第
十
章
）
を
歴
史
的
教
義
的
に
位
置
づ
け
よ
う
と
す
る
。

第
一
部
は
冨
切
第
十
章
本
論
の
通
し
の
翻
訳
で
あ
る
。
こ
れ
は
議
論

の
烏
蠅
図
を
与
え
る
た
め
で
あ
る
。
冒
切
本
論
は
チ
ベ
ッ
ト
訳
と
四
本
の

漢
訳
が
現
存
し
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
チ
．
、
ヘ
ッ
ト
訳
を
底
本
と
し
て
い
る
。

著
者
は
そ
の
理
由
を
述
べ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
諸
訳
は
内
容
的

に
大
き
な
相
違
は
な
く
、
前
述
の
Ｆ
四
日
○
茸
①
訳
と
長
尾
訳
も
チ
ベ
ッ
ト

訳
を
底
本
と
し
て
い
る
。

第
二
部
は
旨
い
第
十
章
に
対
す
る
ミ
、
望
と
ミ
ｍ
ｑ
の
翻
訳
と

国
〕
含
Ｈ
Ｏ
ｇ
ロ
（
浮
汽
）
ロ
己
。
い
い

勺
口
耳
○
口
①
．
目
彦
①
切
四
巴
○
日
①
ｘ
甘
疹
園
巨
口
昌
ご
顕
目
Ｈ
、
目
⑩
旨
武
○
邑

旦
掌
５
月
①
ロ
ォ
ロ
○
彦
色
己
蔚
門
昌
庁
丘
①
雲
白
色
琴
ヨ
ミ
ヨ
ミ
‐

ト

、

の
軍
嵩
恥
宝
團
琶
急
己
．
吟
『

４

勺
④
耳
目
急
Ｐ
日
ロ
①
○
○
日
日
①
目
庁
四
風
①
里
隆
ロ
シ
ロ
ロ
○
国
訂
Ｑ
Ｈ
Ｈ
⑳
‐

口
巴
ゆ
陣
○
口
呉
含
彦
①
○
ぽ
旨
囲
①
四
口
・
目
旨
鼻
四
口

ぐ
閏
望
○
国
、
昌
砕
声
①
配
琴
勇
全
Ｓ
四
目
・
詐
冒
の
Ｈ
旨
騨
四
国

。
。
、

ご
①
厨
５
口
ｇ
庁
匡
①
ｑ
冒
量
言
曹
ミ
琴
冒
冒
々
月
侭
鼻
彦
①
叶

引
ご
詳
丘
、
①
岸
①
Ｏ
誌
①
。
弓
色
司
色
］
］
①
』
目
①
叩
閣
詳
ゆ
己
．
つ
呂

己
色
詳
目
冒
砧
の
、
目
嵩
①
目
角
昇
降
罰
○
国
菖
口
旨
①
含
ぐ
①
尻
５
口
、
具
井
戸
①

ｍ
ｐ
ｐ
陛
閏
芹
四
国
ロ
目
旨
酔
沙
昌
目
づ
凋
蕨
閂
Ｈ
四
国
隆
四
汁
①
ｑ

旨
甸
ゅ
Ｈ
蕨
○
口
①
ゆ
ロ
色
目
君
○
や
函
『
『

戸句

0 0



冒
豊
や
堅
い
と
そ
の
注
釈
な
ど
の
関
連
部
分
の
翻
訳
で
あ
る
。
こ
こ
で

は
、
旨
い
本
論
を
Ａ
Ｉ
Ｕ
に
分
節
し
た
う
え
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
節
の
内
容

要
約
、
そ
の
節
の
本
論
の
翻
訳
、
そ
の
節
に
該
当
す
る
部
分
の
注
釈
な
ど

の
翻
訳
を
し
て
、
注
記
を
附
し
て
い
る
。
そ
の
中
、
旨
い
里
は
チ
§
ヘ
ッ

ト
訳
と
真
諦
・
玄
奨
の
二
つ
の
漢
訳
（
笈
多
共
行
矩
等
訳
は
重
要
な
相
違
点
が

な
い
の
で
、
必
要
に
応
じ
て
注
記
の
中
で
言
及
す
る
に
と
ど
め
る
）
を
そ
れ
ぞ
れ

別
々
に
翻
訳
し
、
旨
い
ｑ
は
チ
、
ヘ
ッ
ト
訳
の
み
を
翻
訳
し
、
玄
英
の
漢
訳

と
大
き
く
異
な
る
と
き
は
注
記
に
お
い
て
言
及
し
て
い
る
。
同
じ
テ
キ
ス

ト
に
対
す
る
諸
訳
を
そ
れ
ぞ
れ
別
々
に
翻
訳
す
る
こ
と
に
関
し
て
、
著
者

は
次
の
よ
う
に
そ
の
意
義
を
述
べ
て
い
る
。
諸
訳
を
別
々
に
翻
訳
す
れ
ば
、

重
複
す
る
部
分
も
で
て
く
る
が
、
異
論
や
附
加
な
ど
を
明
ら
か
に
し
、
ひ

い
て
は
イ
ン
ド
か
ら
チ
ベ
ッ
ト
・
中
国
へ
の
教
義
的
な
展
開
を
も
明
ら
か

に
す
る
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
で
、
本
書
の
旨
い
画
琴
に
対
す
る
こ
の
態
度

は
、
次
の
よ
う
な
点
か
ら
も
妥
当
な
も
の
と
思
わ
れ
る
。
既
に
指
摘
さ
れ

て
い
る
よ
う
に
、
旨
い
町
吾
の
チ
ベ
ッ
ト
訳
は
不
完
全
で
あ
り
、
脱
落
や

乱
丁
も
多
い
。
特
に
第
十
章
は
そ
の
大
半
が
欠
け
て
お
り
、
利
用
で
き
な

い
。
ま
た
、
旨
い
崗
琴
の
真
諦
訳
と
玄
英
訳
は
、
内
容
的
に
相
当
異
な
る

部
分
が
あ
り
、
と
て
同
も
じ
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
原
典
か
ら
翻
訳
し
た
も
の

と
は
思
え
な
い
よ
う
な
箇
所
も
あ
る
。
こ
れ
は
、
訳
者
の
解
釈
が
附
加
さ

れ
た
た
め
で
あ
ろ
う
。
と
く
に
真
諦
訳
に
は
こ
の
傾
向
が
著
し
い
よ
う
で

あ
る
。
従
っ
て
、
現
状
で
は
、
尽
吻
里
』
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
な
内
容
の
確
定

は
困
難
で
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
別
な
も
の
と
し
て
翻
訳
し
て
お
く
べ
き
で
あ

ろ
う
。
そ
れ
に
、
古
く
か
ら
真
諦
と
玄
奨
の
唯
識
解
釈
の
違
い
が
議
論
さ

れ
、
現
在
で
も
そ
の
こ
と
が
大
き
な
問
題
の
一
つ
で
も
あ
る
の
で
、
両
訳

を
別
な
も
の
と
し
て
並
べ
て
お
く
こ
と
は
意
義
の
あ
る
こ
と
で
も
あ
る
。

後
に
紹
介
す
る
よ
う
に
、
学
園
恩
の
真
諦
訳
と
玄
美
訳
の
違
い
に
つ
い
て

は
「
序
論
」
の
最
後
の
と
こ
ろ
象
閉
．
＆
）
で
具
体
的
に
か
な
り
詳
し
く

論
じ
ら
れ
て
い
る
。

ま
た
、
著
者
は
、
チ
ベ
ッ
ト
訳
と
漢
訳
か
ら
翻
訳
す
る
と
き
の
態
度
の

違
い
に
つ
い
て
も
触
れ
て
い
る
。
チ
ベ
ッ
ト
訳
か
ら
翻
訳
す
る
と
き
は
、

チ
寺
ヘ
ッ
ト
訳
の
性
格
か
ら
し
て
、
可
能
な
限
り
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
原
典
を

想
定
し
て
翻
訳
す
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
漢
訳
か
ら
の
翻
訳
は
そ
の
ま
ま

の
形
・
文
体
で
翻
訳
す
る
。
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
を
知
ら
な
い
中
国
の
読

者
が
感
じ
た
で
あ
ろ
う
中
国
語
と
し
て
の
香
を
伝
え
た
い
た
め
で
あ
る
。

即
ち
、
チ
ベ
ッ
ト
訳
か
ら
の
翻
訳
は
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
原
典
の
含
意
す
る

も
の
を
、
漢
訳
か
ら
の
翻
訳
は
喚
訳
テ
キ
ス
ト
の
含
意
す
る
も
の
を
顧
慮

し
て
行
な
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
た
め
、
本
書
で
は
冒
吻
里
の

漢
訳
に
引
用
さ
れ
る
旨
い
本
論
と
チ
、
ヘ
ッ
ト
訳
か
ら
の
旨
い
本
論
の
翻

訳
が
違
う
と
い
う
奇
妙
な
こ
と
が
生
じ
て
く
る
が
、
そ
れ
は
前
者
に
何
ら

か
の
意
味
上
の
附
加
が
な
さ
れ
た
と
い
う
著
者
の
判
断
を
示
し
て
い
る
こ

と
に
な
る
。
た
だ
、
こ
の
著
者
の
態
度
は
や
や
安
易
す
ぎ
る
よ
う
に
も
思

わ
れ
る
。
確
か
に
、
チ
ベ
ッ
卜
訳
の
方
が
漢
訳
に
比
べ
て
サ
ン
ス
ク
リ
ッ

ト
原
典
を
逐
語
的
（
訳
語
・
文
体
・
格
変
化
な
ど
も
含
め
て
）
に
訳
し
て
お
り
、

サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
原
典
と
の
親
近
性
か
ら
言
え
ば
チ
ベ
ッ
ト
訳
の
方
が
高

い
が
、
一
旦
訳
さ
れ
て
し
ま
え
ば
両
訳
は
そ
れ
ぞ
れ
の
言
語
の
枠
内
で
理

解
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
チ
等
ヘ
ッ
ト
の
読
者
が
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
を
知

ら
な
い
こ
と
で
は
中
国
の
読
者
と
同
じ
で
あ
り
、
ま
た
中
国
語
の
香
と
い

っ
て
も
漢
訳
仏
典
の
漢
文
は
一
般
の
漢
文
と
か
な
り
違
っ
た
特
異
な
も
の
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で
あ
る
か
ら
、
著
者
の
言
う
よ
う
に
漢
訳
だ
け
を
特
別
視
す
る
理
由
は
な

い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
重
要
な
こ
と
は
諸
訳
の
間
に
見
ら
れ
る
相
違
点
で

あ
っ
て
、
こ
れ
は
訳
さ
れ
た
言
語
に
起
因
す
る
の
で
は
な
く
、
主
に
訳
者

自
身
あ
る
い
は
訳
者
の
受
け
た
伝
統
に
起
因
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と

は
、
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
原
典
・
チ
、
、
ヘ
ッ
ト
訳
・
漢
訳
の
三
つ
が
そ
ろ
っ
て

い
る
テ
キ
ス
ト
を
読
む
と
き
に
我
々
が
よ
く
経
験
す
る
こ
と
で
あ
る
。

第
三
部
は
、
第
一
。
第
二
部
の
翻
訳
の
底
本
と
な
っ
た
テ
キ
ス
ト
の
中
、

サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
原
典
と
チ
ベ
ッ
ト
訳
の
み
を
ロ
ー
マ
字
表
記
し
た
も
の

で
あ
る
。
真
諦
訳
と
玄
奨
訳
の
二
つ
が
除
か
れ
た
こ
と
は
、
著
者
も
言
っ

て
い
る
よ
う
に
、
読
者
に
と
っ
て
は
残
念
な
こ
と
で
あ
る
。
著
者
は
明
言

し
て
い
な
い
が
、
多
分
、
本
の
分
量
と
編
集
（
版
下
作
成
に
英
文
ワ
ー
プ
ロ
を

使
用
し
た
よ
う
で
あ
る
）
の
都
合
で
割
愛
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

本
書
は
四
人
の
共
著
で
あ
る
が
、
一
部
分
は
分
担
さ
れ
た
よ
う
で
あ
る
。

そ
の
分
担
は
「
謝
辞
」
の
中
で
次
の
よ
う
に
述
舎
へ
ら
れ
て
い
る
。
「
序
論
」

は
袴
谷
憲
昭
氏
と
の
議
論
を
基
に
宕
冒
国
尉
の
①
ロ
四
口
氏
が
執
筆
す
る
。

袴
谷
憲
昭
氏
は
』
嵐
ｑ
の
チ
。
ヘ
ッ
ト
訳
か
ら
の
翻
訳
草
稿
を
作
る
。
勺
騨
巳

炉
め
君
四
口
伽
。
ロ
氏
は
旨
い
望
真
諦
訳
の
大
部
分
の
翻
訳
草
稿
を
作
る
。

］
○
冒
嗣
園
①
の
ロ
四
国
氏
は
す
べ
て
の
テ
キ
ス
ト
の
タ
イ
プ
原
稿
を
作
成
し
、

漢
訳
か
ら
の
す
べ
て
の
翻
訳
の
最
終
原
稿
に
対
し
て
責
任
を
負
っ
て
い
る
。

弔
四
巳
］
．
９
段
昏
切
氏
は
チ
ベ
ッ
ト
訳
の
デ
ル
ゲ
版
と
北
京
版
を
照
合
し
、

袴
谷
憲
昭
氏
と
共
同
で
胃
段
と
そ
の
注
釈
、
』
い
と
そ
の
注
釈
に
見
い

だ
さ
れ
る
関
連
文
（
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
）
を
翻
訳
す
る
。
そ
の
他
は
全
員
の

共
同
作
業
の
よ
う
で
あ
る
。

本
書
に
は
相
当
長
い
「
序
論
」
が
附
け
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は

旨
い
第
十
章
の
法
身
の
問
題
の
背
景
に
関
係
し
た
議
論
の
中
で
重
要
と
思

わ
れ
る
も
の
だ
け
を
紹
介
す
る
。

琉
伽
行
派
の
三
身
論
が
明
白
な
形
で
論
じ
ら
れ
る
の
は
昌
豊
の
第
九

章
が
初
め
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
は
法
界
の
働
き
と
し
て
三
身
が
描
か
れ
て

い
る
。
そ
れ
に
対
し
、
旨
い
第
十
章
は
冒
圏
か
ら
偶
頌
を
頻
繁
に
引

用
し
、
そ
の
論
書
と
密
接
な
関
係
が
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
が
、
三

身
の
扱
い
方
は
異
な
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
三
身
は
法
界
の
働
き
と
し
て

で
は
な
く
、
勝
れ
た
智
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。
『
中
辺
分
別
論
』
（
：

冒
起
ｓ
ス
テ
ィ
ラ
マ
テ
ィ
（
安
慧
）
釈
に
は
、
法
身
を
清
浄
な
法
界
で
あ
る

と
す
る
説
と
働
き
を
も
っ
た
勝
れ
た
智
で
あ
る
と
す
る
説
の
二
つ
が
あ
っ

た
こ
と
が
紹
介
さ
れ
て
お
り
、
後
の
『
成
唯
識
論
」
一
は
前
者
の
立
場
を
と

っ
て
い
る
。
相
当
早
い
時
期
に
法
身
に
対
し
て
こ
の
異
説
が
生
じ
た
よ
う

で
あ
る
が
、
こ
の
違
い
は
そ
の
ま
ま
』
嵐
壁
と
旨
い
に
は
適
用
で
き
な

い
。
旨
い
貞
旨
竪
員
『
法
法
性
分
別
論
』
（
§
も
ｇ
言
）
も
同
じ
）
は
法
界
あ
る

い
は
法
身
か
ら
智
を
排
除
し
て
い
な
い
し
、
ア
サ
ン
ガ
も
前
述
の
二
異
説

を
念
頭
に
入
れ
て
後
者
の
立
場
か
ら
旨
い
第
十
章
を
書
い
た
と
は
思
え

な
い
か
ら
で
あ
る
。
金
画
》
ｅ

そ
れ
で
は
ア
サ
ン
ガ
の
意
図
は
何
な
の
か
。
著
者
は
次
の
よ
う
な
仮
説

を
提
示
す
る
。
旨
切
第
十
章
は
、
法
身
が
智
を
含
ん
で
い
る
か
ど
う
か
と

い
う
問
題
よ
り
も
、
法
身
と
智
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
る
空
性
の
理
解
の
問

題
を
巡
っ
て
書
か
れ
た
の
で
あ
る
。
即
ち
、
法
身
を
空
と
し
て
理
解
す
る

こ
と
と
空
で
な
い
も
の
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
を
対
比
さ
せ
る
中
で
法
身

を
論
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
背
景
と
し
て
、
如
来
蔵
思
想
の
伝
統
が
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推
測
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
伝
統
は
、
法
身
を
空
で
は
な
い
実
在
で
あ
る
と

し
て
、
空
性
を
超
え
て
設
定
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
も
っ
ぱ
ら
空

性
に
焦
点
を
当
て
て
説
く
般
若
経
の
無
的
で
否
定
的
な
捉
え
方
に
対
す
る

有
的
で
肯
定
的
な
捉
え
方
と
し
て
、
般
若
経
が
作
ら
れ
て
間
も
な
く
現
わ

れ
て
き
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
仮
説
で
は
、
ア
サ
ン
ガ
が
旨
い

第
十
章
に
お
い
て
特
に
法
身
を
清
浄
な
法
界
と
し
て
表
現
し
な
か
っ
た
こ

と
を
説
明
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
金
包
．
巴
そ
こ
で
、
著
者
は
さ
ら
に

次
の
よ
う
な
仮
説
を
提
示
す
る
。
ア
サ
ン
ガ
は
『
不
増
不
滅
経
』
『
勝
童

経
』
な
ど
に
見
ら
れ
る
法
身
な
る
如
来
蔵
の
概
念
だ
け
で
な
く
、
『
宝
性

論
』
（
号
．
罰
曾
訓
）
に
見
ら
れ
る
教
義
に
も
反
応
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

詞
。
「
の
本
偶
は
マ
イ
ト
レ
ー
ャ
に
帰
せ
ら
れ
て
お
り
、
そ
れ
が
冒
竺
『

な
ど
の
著
者
と
同
一
人
物
で
あ
る
な
ら
ば
、
当
然
ア
サ
ン
ガ
は
そ
れ
を
知

っ
て
い
る
。
ま
た
違
う
と
し
て
も
、
彼
が
罰
の
「
の
初
期
の
版
を
知
っ
て

い
た
こ
と
は
考
え
ら
れ
る
。
詞
。
「
に
は
、
法
身
を
法
界
と
等
し
い
と
す

る
ば
か
り
で
な
く
、
空
性
を
超
え
る
法
身
の
概
念
が
見
ら
れ
る
。
た
だ
、

駒
。
『
の
本
偏
に
は
、
ア
サ
ン
ガ
が
批
判
す
る
よ
う
な
真
実
在
と
し
て
の

法
身
の
考
え
方
が
あ
る
と
は
思
え
な
い
。
従
っ
て
、
そ
れ
は
、
罰
⑦
『
が

本
偶
の
「
本
性
清
浄
」
「
清
浄
法
界
」
な
ど
の
概
念
を
『
不
増
不
滅
経
』

『
勝
鬘
経
』
な
ど
の
法
身
な
る
如
来
蔵
の
概
念
に
よ
っ
て
理
解
し
た
た
め

生
じ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
傘
巴

さ
ら
に
著
者
は
問
題
を
次
の
よ
う
に
展
開
す
る
。
マ
イ
ト
レ
ー
ャ
に
帰

せ
ら
れ
る
冒
豊
．
尽
崔
詞
９
９
『
は
必
ず
し
も
閉
⑦
『
の
如
来
蔵
思
想

に
結
び
付
く
も
の
で
は
な
い
が
、
そ
れ
ら
の
諭
書
は
そ
の
可
能
性
を
内
包

し
て
い
る
。
旨
段
な
ど
は
、
本
性
清
浄
心
を
是
認
す
る
こ
と
を
出
発
点

と
し
、
そ
の
心
が
偶
来
的
な
煩
悩
に
よ
っ
て
汚
さ
れ
る
理
由
を
説
明
し
よ

う
と
す
る
。
ま
た
依
他
起
性
に
関
し
て
も
、
も
っ
ぱ
ら
迷
乱
の
所
依
と
し

て
説
明
さ
れ
る
だ
け
で
、
清
浄
な
依
他
起
と
い
う
概
念
は
見
ら
れ
な
い
か

ら
で
あ
る
。
こ
の
可
能
性
を
排
除
す
る
た
め
に
冒
吻
に
お
い
て
、
ア
サ
ン

ガ
は
輪
廻
的
な
汚
れ
の
所
依
と
し
て
の
ア
ー
ラ
ャ
識
を
出
発
点
と
し
、
雑

染
と
清
浄
の
二
面
性
を
も
っ
た
依
他
起
性
を
中
心
と
し
た
三
性
説
や
唯
識

説
を
展
鮒
す
る
。
こ
れ
ら
の
考
え
は
冒
圏
な
ど
の
マ
ィ
ト
レ
ー
ャ
の
テ

キ
ス
ト
に
で
は
な
く
て
、
「
大
乗
阿
毘
達
磨
経
』
『
琉
伽
論
』
『
解
深
密
経
」

に
お
い
て
強
調
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
冒
吻
第
十
章
の
背

景
を
考
え
る
場
合
、
記
。
『
の
注
釈
と
の
関
わ
り
ば
か
り
で
な
く
旨
段

な
ど
の
如
来
蔵
思
想
的
傾
向
を
も
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
念
己
）

ア
サ
ン
ガ
の
議
論
の
背
景
に
如
来
蔵
思
想
に
対
す
る
批
判
が
潜
ん
で
い

る
と
い
う
著
者
の
仮
説
は
、
非
常
に
興
味
を
引
く
。
た
だ
現
時
点
で
は

罰
⑦
「
の
著
者
や
成
立
な
ど
の
問
題
も
含
め
て
、
未
解
決
で
さ
ら
な
る
検

証
が
必
要
な
も
の
が
多
い
。
こ
れ
か
ら
の
研
究
で
明
ら
か
に
な
る
こ
と
を

期
待
し
た
い
。

次
に
著
者
は
、
如
来
蔵
の
影
響
の
下
で
は
瞑
想
者
達
が
受
用
身
・
変

化
身
を
実
体
的
に
捉
え
ら
れ
る
恐
れ
の
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
う
え
で
、

冨
吻
で
の
そ
の
二
身
の
扱
い
方
を
述
令
へ
る
。
著
者
は
、
ア
サ
ン
ガ
が
法
身

（
自
性
身
）
を
空
と
理
解
す
る
立
場
か
ら
他
の
二
身
を
論
じ
て
い
る
、
と
い

》
ワ
。
⑤
馬
）
屋
）

最
後
に
著
者
は
ミ
ｍ
の
注
釈
者
と
訳
者
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る
。

テ
キ
ス
ト
を
読
む
場
合
、
注
釈
は
非
常
に
有
益
で
あ
る
が
、
そ
の
テ
キ
ス

ト
に
対
す
る
注
釈
者
の
理
解
の
正
確
さ
・
忠
実
さ
は
ど
う
か
と
い
う
新
た
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な
問
題
が
生
じ
る
。
こ
の
こ
と
は
翻
訳
者
に
関
し
て
も
同
じ
で
あ
る
。
先

に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
冒
吻
製
は
チ
ベ
ッ
ト
訳
が
不
完
全
な
こ
と
も
相
俟

っ
て
、
こ
の
問
題
が
如
実
に
現
わ
れ
て
い
る
。
特
に
、
真
諦
と
玄
美
の
翻

訳
の
違
い
は
長
い
間
議
論
さ
れ
て
き
た
も
の
で
あ
り
、
現
在
で
も
決
択
さ

れ
て
い
な
い
。
そ
こ
で
著
者
は
、
ミ
、
望
の
第
十
章
の
両
者
の
翻
訳
を
詳

細
に
比
較
検
討
す
る
こ
と
に
よ
り
、
こ
の
問
題
を
見
直
し
て
い
る
。

著
者
は
次
の
よ
う
に
述
舎
へ
る
。
真
諦
訳
は
他
訳
の
ほ
ぼ
二
倍
の
分
量
で

あ
り
、
多
く
の
附
加
が
な
さ
れ
て
い
る
。
真
諦
が
必
ず
し
も
単
純
に
サ
ン

ス
ク
リ
ッ
ト
原
典
を
翻
訳
し
て
い
る
だ
け
で
は
な
い
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。

従
っ
て
、
宇
井
博
士
の
「
真
諦
は
古
典
的
な
イ
ン
ド
の
職
伽
行
派
の
本
来

の
伝
統
を
代
表
し
て
い
る
」
と
い
う
説
は
完
全
に
は
支
持
し
得
な
い
。
真

諦
は
ヴ
ァ
ス
バ
ン
ド
ゥ
の
原
典
に
多
く
の
附
加
を
し
て
い
る
が
、
そ
の
附

加
の
多
く
は
如
来
蔵
の
系
統
の
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
こ
と
は
、

真
諦
が
イ
ン
ド
の
琉
伽
行
派
の
師
達
に
忠
実
で
な
い
こ
と
、
瞼
伽
行
派
の

思
想
に
混
ぜ
物
を
し
て
不
純
に
し
た
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
は
な
い
。
む

し
ろ
、
真
諦
は
ア
サ
ン
ガ
以
前
の
マ
イ
ト
レ
ー
ャ
に
帰
せ
ら
れ
る
文
献
の

如
来
蔵
思
想
的
解
釈
を
引
き
出
し
、
そ
れ
を
受
け
入
れ
た
の
で
あ
る
。
た

だ
、
こ
の
こ
と
は
そ
れ
を
避
け
よ
う
と
し
た
ア
サ
ン
ガ
と
は
鋭
く
対
立
す

る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
玄
英
訳
に
は
多
く
の
附
加
は
見
ら
れ
な
い
が
、
重

要
な
解
釈
の
織
り
込
み
、
即
ち
護
法
的
解
釈
の
織
り
込
み
が
な
さ
れ
て
い

る
。
（
そ
れ
は
旨
切
望
ば
か
り
で
な
く
ミ
め
ど
に
於
て
も
見
ら
れ
る
。
）
し
か
し
、

こ
の
こ
と
も
、
玄
挺
が
イ
ン
ド
の
琉
伽
行
派
の
思
想
に
忠
実
で
な
い
こ
と

を
意
味
す
る
の
で
は
な
い
。
護
法
の
系
統
は
、
一
切
の
如
来
蔵
的
観
念
を

避
け
よ
う
と
す
る
ア
サ
ン
ガ
の
批
判
的
な
思
想
の
枠
組
み
の
中
で
正
直
で

本
論
に
当
た
る
第
一
部
・
第
二
部
は
翻
訳
で
あ
る
。
翻
訳
は
全
体
的
に

良
く
こ
な
れ
た
平
易
な
文
章
と
な
っ
て
い
る
。
術
語
も
簡
潔
に
分
か
り
や

す
く
訳
さ
れ
て
お
り
、
原
語
（
四
鼻
）
の
ま
ま
に
残
し
た
り
挿
入
し
た
り
す

る
こ
と
を
出
来
る
だ
け
避
け
て
い
る
。
著
者
達
の
理
解
の
深
さ
の
一
端
を

見
る
思
い
が
す
る
。
以
下
に
、
翻
訳
の
中
で
気
づ
い
た
と
こ
ろ
を
記
し
て

お
く
。
た
だ
、
翻
訳
を
検
討
す
る
と
い
う
性
格
上
、
筆
者
が
疑
問
に
思
う

箇
所
ば
か
り
を
取
り
上
げ
る
こ
と
を
お
許
し
願
い
た
い
。
実
際
は
こ
こ
で

指
摘
す
る
よ
り
も
遙
か
に
多
く
の
点
で
、
筆
者
は
本
書
に
教
え
ら
れ
恩
恵

を
受
け
て
い
る
の
で
あ
る
。

第
一
部
は
先
に
も
述
ゞ
へ
た
よ
う
に
、
旨
い
本
論
の
通
し
の
翻
訳
で
あ
る
。

翻
訳
に
際
し
て
の
分
節
は
、
ほ
ぼ
Ｆ
ｏ
Ｂ
ｏ
芹
①
本
に
基
づ
い
て
い
る
。
た

だ
、
Ｆ
④
目
○
ヰ
①
本
に
比
べ
て
相
互
の
関
係
を
分
か
り
や
す
く
す
る
た
め

工
夫
の
跡
が
見
ら
れ
る
。

》
鬮
砕
冒
圏
（
属
‐
ご
）
か
ら
の
引
用
偶
の
後
半
部
分
：
冒
昌
冨
冒
‐

Ｑ
・
彦
四
汁
く
い
呂
巨
ご
色
彦
巨
庁
く
い
Ｂ
》
》
を
へ
《
圃
巨
。
。
昏
色
嵩
○
○
Ｑ
騎
口
①
再
彦
①
Ｈ
ｇ
〕
①
口
○
篇

目
四
口
割
〉
（
や
ｇ
〕
程
．
ｅ
と
訳
し
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
｛
ず
且
旦
声
鼻
ぐ
ゅ

日
且
呂
呂
。
８
ゞ
仏
陀
た
る
こ
と
）
』
》
が
一
で
も
な
く
多
で
も
な
い
の
で
は
な

く
、
一
仏
で
あ
る
こ
と
（
①
冒
冒
号
閣
‐
尊
煙
）
で
も
な
く
多
仏
で
あ
る
こ
と

（
ｇ
官
盲
目
四
‐
汁
ぐ
Ｐ
）
で
も
な
い
こ
と
、
即
ち
国
匡
呂
冨
が
一
で
も
な
く
多

で
も
な
い
こ
と
を
言
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
チ
ベ
ッ
ト
訳
・
諸
漢
訳
、

あ
ろ
う
と
す
る
試
み
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
以
上
の
よ
う
に
、
真
諦
と
玄

英
の
解
釈
に
違
い
は
、
イ
ン
ド
の
初
期
の
砿
伽
行
派
の
思
想
的
な
系
統
の

相
違
を
そ
の
ま
ま
受
け
て
い
る
の
で
あ
る
。
金
屋
・
岳
〕
５
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注
釈
な
ど
も
そ
の
意
味
で
あ
る
。
間
自
己
。
沖
①
訳
、
長
尾
訳
も
そ
の
意
味

に
と
っ
て
い
る
。

唖
Ｐ
最
後
の
と
こ
ろ
の
《
《
号
。
侭
哩
の
唱
儲
喝
員
君
の
昏
号

も
○
》
』
を
《
《
［
ワ
冒
四
叶
冒
Ｐ
園
＆
ユ
勝
昏
尻
④
○
口
具
Ｈ
且
昏
Ｈ
ｏ
侭
ぽ
苫
①

○
○
口
ぐ
①
厨
ざ
昌
旦
の
§
ｇ
牌
》
》
（
や
呂
巨
．
麗
‐
瞳
）
と
訳
し
て
い
る
が
、

《
《
号
目
函
嘔
⑩
。
」
の
意
味
が
明
確
で
な
い
。
訳
さ
れ
て
い
な
い
の
か
、
あ

る
い
は
も
し
貴
昏
巨
の
》
』
と
訳
し
て
い
る
な
ら
ば
適
当
で
は
な
い
で
あ
ろ

う
。
漢
訳
の
中
で
は
仏
陀
扇
多
訳
の
み
が
「
依
彼
身
転
故
」
と
し
て
こ
の

語
を
訳
出
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
が
、
他
の
漢
訳
に
は
な
く
、
注
釈
も
言

及
し
て
い
な
い
。
何
を
指
示
し
て
い
る
か
決
め
難
い
語
で
あ
る
が
、
長
尾

亜
［
鳶
渇
の
第
三
句
《
《
さ
＆
・
冨
鴨
ｄ
８
．
冨
鳴
目
冒
国
鳥
耳
①
ロ

己
儲
・
》
は
（
《
出
ゆ
く
旨
い
酉
］
○
言
］
：
切
再
①
、
自
旦
国
○
口
‐
：
巴
尉
①
》
〕
令
．
翌
》

胃
．
Ｅ
と
訳
さ
れ
て
い
る
（
５
日
。
茸
の
訳
も
同
じ
）
。
し
か
し
世
親
・
無
性

の
注
釈
か
ら
考
え
て
、
長
尾
訳
の
よ
う
に
「
貧
欲
も
〔
実
は
〕
貧
欲
で
は

な
い
こ
と
を
知
っ
て
」
と
い
う
意
味
で
あ
ろ
う
。
漢
訳
も
す
べ
て
そ
う
読

訳
が
《
《
ど
己
①
胃
切
目
の
ざ
目
斉
）
○
号
・
》
》
寺
．
閏
．
骨
．
烏
）
と
な
っ
て
い

訳
で
は
「
そ
れ
ら
〔
二
つ
の
智
〕
に
よ
っ
て
依
り
所
が
転
回
さ
れ
て
〔
法
身

を
〕
得
る
の
で
あ
る
」
と
な
っ
て
い
る
。
（
傍
線
、
下
線
は
筆
者
、
以
下
同
じ
）

》
Ｈ
烏
偶
の
最
後
の
部
分
《
《
Ｎ
儲
罵
言
冒
昌
鴨
○
］
冨
冨
鴨
菖
の

る
。
訳
語
と
し
て
は
誤
り
で
は
な
い
が
、
下
線
部
（
四
食
）
に
は
問
題
が
あ

る
こ
と
を
注
記
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
仏
陀
扇
多
訳
を
除
く
三
漢
訳
が
い
ず

れ
も
「
第
四
食
」
と
訳
し
、
注
釈
に
も
「
第
四
」
の
内
容
が
仏
陀
の
食
の

あ
り
方
と
し
て
説
明
さ
れ
て
い
る
。
長
尾
訳
も
「
第
四
」
を
採
用
し
、
そ

の
内
容
に
言
及
し
て
い
る
。

ｂ
四
Ｎ
ゆ
け
①
ｍ
も
四
Ｑ
凹
口
輌
一
）
）
ご
函
己
亀
営
耗
己
⑳
Ｈ
ｐ
も
ｐ
Ｈ
鼻
５
ｍ
閑
）
四
ｍ
口
罰
届
、
ｐ
ｐ
ｍ

、
『
ｐ
Ｈ
己
四
目
旨
Ｈ
伝
い
吊
国
Ｈ
の
ロ
①
ロ
ぬ
げ
亀
』
も
固
脅
胃
］
（
肖
侭
の
、
で
再
Ｏ
Ｑ
Ｈ
Ｑ
Ｎ
Ｏ
ｍ
の

恩
〉
厨
暦
日
凋
○
冒
昌
丘
院
琶
の
胃
Ｈ
日
』
目
明
の
。
｜
》
》
は
下
線
部

の
《
《
耳
目
Ｈ
】
》
が
理
由
を
表
し
て
い
る
が
、
そ
れ
は
そ
れ
ま
で
に
出
て
い

る
六
つ
の
、
《
の
ロ
四
侭
ｇ
』
》
す
。
へ
て
を
受
け
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
諸

漢
訳
と
注
釈
も
そ
の
意
味
に
理
解
し
て
お
り
、
旧
騨
目
Ｏ
芹
①
訳
、
長
尾
訳

も
そ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
著
者
は
最
初
の
五
つ
の
｛
《
目
色
侭
冨
ご
を

そ
れ
ぞ
れ
独
立
さ
せ
て
、
最
後
の
《
《
ｇ
四
凋
冨
』
』
の
み
を
理
由
と
し
て

《
へ
国
①
○
四
目
⑳
①
○
洗
汁
壷
①
。
騎
巴
己
昌
一
凹
尉
画
も
己
①
Ｈ
四
目
。
①
○
開
庁
岸
〕
①
庁
電
、
○
○
○
目
ご
①
Ｈ
１

ｍ
目
Ｏ
ｐ
ｍ
Ｏ
冷
め
口
で
も
○
Ｈ
汁
や
汁
げ
ゆ
庁
耐
喜
井
彦
○
の
①
○
開
庁
丘
①
○
○
口
汁
四
芦
口
①
Ｈ
○
○
口
の
○
岸
○
口
の
１

口
①
陥
閏
〕
Ｑ
詐
彦
の
秒
。
陣
ぐ
①
ｏ
ｏ
ｐ
Ｏ
』
○
自
、
口
①
閉
①
切
管
汁
弓
①
同
且
○
討
日
四
国
什
国
○
Ｑ
】

騎
昌
印
①
Ｈ
①
具
昏
Ｈ
日
固
め
の
⑦
ロ
。
①
国
○
号
．
雪
）
（
や
期
．
旨
．
瞳
‐
閏
）
と
訳
し

て
い
る
。
こ
の
た
め
、
》
○
の
六
つ
の
理
由
が
何
で
あ
る
か
が
あ
い
ま
い

に
な
っ
て
い
る
。

む
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
（
注
釈
の
英
訳
は
そ
の
意
味
に
訳
さ
れ
て
い
る
）

》
ｐ
著
者
は
本
節
の
結
論
で
あ
る
「
受
用
身
が
自
性
身
で
あ
る
こ
と

は
不
合
理
で
あ
る
」
の
理
由
句
を
誤
っ
て
理
解
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

烏
《
…
の
ロ
四
口
い
ず
四
○
四
己
、
｜
…
・
・
・
、
口
ゆ
ロ
ぬ
げ
四
口
四
口
”
一
戸
巨
口
函
園
声
芦
叶
目
色
Ｈ
己

次
に
、
第
二
部
に
関
し
て
気
づ
い
た
点
を
記
す
。
第
二
部
は
本
書
の
中

心
を
な
す
も
の
で
あ
り
、
分
量
的
に
も
全
体
の
ほ
ぼ
六
○
％
を
占
め
て
い

る
。
先
に
述
ゞ
へ
た
よ
う
に
、
旨
、
望
】
冨
切
ｑ
や
冒
曽
》
煙
い
な
ど
の
関

連
箇
所
が
そ
れ
ぞ
れ
別
々
に
翻
訳
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
筆
者
の
能

力
的
・
時
間
的
制
約
と
紙
幅
の
関
係
で
、
主
に
ミ
ｍ
ご
に
つ
い
て
だ
け
述

68



く
る
こ
と
に
す
る
。
（
い
ず
れ
じ
っ
く
り
と
旨
い
里
の
真
諦
訳
と
玄
奨
訳
の
部
分

を
読
み
比
べ
て
み
た
い
と
思
っ
て
い
る
。
）

一
瞬
岸
問
萬
吻
ｑ
、
‐
《
《
ｏ
言
い
目
四
日
の
穴
琶
骨
巨
昌
○
声
○
ｍ
ロ
首
。
詩
曽
骨
匡
》
○
》
〕

を
《
《
門
馬
ｇ
・
割
具
昏
冒
明
尉
昏
①
ず
８
国
昌
彦
①
勵
口
①
ロ
呉
ロ
Ｈ
①

昌
昏
旨
鴨
・
〉
》
寺
．
露
》
旨
．
篭
‐
綴
）
と
訳
し
て
い
る
が
、
こ
の
ま
ま
で
は

文
意
が
不
明
瞭
で
あ
る
。
こ
こ
は
チ
等
ヘ
ッ
ト
訳
自
体
に
少
し
混
乱
が
あ
る

の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
当
該
部
の
玄
英
訳
は
「
法
性
即
身
故
名
法

身
。
或
是
諸
法
所
依
止
処
故
名
法
身
」
と
あ
り
、
「
法
身
」
の
二
通
り
の

語
義
解
釈
を
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
一
つ
は
、
法
性
が
即
ち
身
で
あ
る
か

ら
「
法
〔
性
〕
身
」
で
あ
る
と
い
う
菌
儲
日
凹
号
胃
葛
色
と
し
て
の
解
釈
で

あ
り
、
も
う
一
つ
は
、
諸
法
の
所
依
（
身
）
で
あ
る
か
ら
「
法
身
」
で
あ

る
と
い
う
苗
８
日
巨
秘
と
し
て
の
解
釈
で
あ
る
。
チ
、
、
ヘ
ッ
ト
訳
は
こ
の

二
つ
の
解
釈
を
混
同
し
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

一
国
い
』
惠
吻
ｑ
』
《
《
Ｑ
①
、
詞
匡
Ｈ
も
色
封
凹
口
ｍ
ｍ
ｐ
ｍ
Ｏ
ｐ
ご
］
巨
冒
い
ず
④
》
鄙
苗
ロ
巳

喝
員
Ｈ
ロ
四
目
も
四
吋
、
冒
目
も
四
口
嵐
。
目
隅
暉
偲
蔚
》
》
を
。
《
シ
岸
冒
自
答

汁
ロ
①
】
丘
ゆ
く
①
ご
①
①
ロ
○
○
口
ぐ
の
Ｈ
庁
の
具
守
宮
①
目
判
①
計
○
○
口
陣
口
巨
①
』
昌
合
ロ
①
時

日
鼻
巨
Ｈ
①
の
函
蔚
・
口
①
甘
昏
①
ざ
Ｈ
日
閂
冒
四
ｏ
武
８
ｍ
｛
具
昏
①
ご
○
口
ぽ
い
胃
‐

茸
四
三
．
守
息
目
．
巨
・
宇
己
と
訳
し
、
玄
跿
訳
と
異
な
っ
て
い
る
た
め
そ
れ

を
注
記
し
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
下
線
部
を
デ
ル
ゲ
版
の
《
《
唱
尉
こ
と

で
も
考
え
た
の
か
（
第
三
部
の
テ
キ
ス
ト
で
は
《
．
彊
凋
の
》
】
を
採
用
し
て
い
る
が
）

訳
語
が
不
適
当
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
《
《
魁
撹
の
恩
（
冒
煙
百
名
巳
こ

は
「
仮
説
す
る
」
と
い
う
意
味
で
あ
る
か
ら
、
上
の
チ
｜
、
ヘ
ッ
ト
訳
は
「
そ

れ
が
転
じ
て
も
、
以
前
に
生
じ
た
あ
り
方
に
基
づ
い
て
異
熟
し
た
も
の
と

仮
に
呼
ば
れ
る
の
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
玄
英
訳
「
仮
説
転
得

以
上
、
全
く
不
充
分
な
形
で
し
か
本
書
を
紹
介
で
き
な
か
っ
た
。
本
書

は
旨
い
の
第
十
章
と
い
う
重
要
な
章
の
研
究
で
あ
り
、
こ
れ
ま
で
の
』
嵐

研
究
の
着
実
な
成
果
の
中
に
加
え
ら
れ
る
べ
き
も
の
の
一
つ
で
あ
る
。
し

か
し
、
本
書
の
価
値
は
そ
れ
に
尽
き
る
も
の
で
は
な
い
。
三
身
に
関
し
て

冒
吻
と
関
連
す
る
箇
所
を
も
集
め
て
い
る
た
め
、
「
仏
身
論
」
の
研
究
の

重
要
な
資
料
・
成
果
と
し
て
も
利
用
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

亦
名
異
熟
、
如
昔
所
得
異
熟
諸
根
」
と
同
じ
文
意
で
あ
ろ
う
。

以
上
に
述
べ
た
も
の
以
外
に
、
些
細
な
こ
と
で
は
あ
る
が
気
づ
い
た
こ

と
を
次
に
列
挙
し
て
お
く
。

唖
甸
つ
屯
》
…
満
、
四
目
①
。
Ｐ
壱
○
口
Ｏ
○
口
ぐ
①
勗
旨
ロ
ｇ
庁
ロ
①
尉
臼
口
○
ぐ
旦
○
冷

昌
９
厘
○
月
甘
口
①
の
四
目
目
昇
肖
①
ｍ
・
こ
（
や
臼
ゞ
」
．
胃
）
は
下
線
部
の

《
《
８
口
ぐ
①
風
○
口
具
》
・
が
脱
落
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

》
巨
坪
後
半
部
の
か
胃
の
ま
と
め
の
翻
訳
が
す
べ
て
脱
落
し
て
い
る
。

（
や
呂
追
．
己
し
か
し
、
第
二
部
で
は
そ
の
部
分
は
訳
さ
れ
て
い
る
。

《
国
函
Ｑ
』
圏
ｍ
ご
》
．
《
（
ぬ
閏
詞
旨
函
園
転
④
口
碑
屋
①
め
ず
封
ゆ
ず
四
己
目
Ｈ
ｐ
色
尉
目
勺
凹
尉

唱
＆
も
凹
冒
Ｑ
冨
号
ｐ
Ｐ
｜
》
》
令
．
麗
道
巴
の
訳
が
欠
け
て
い
る
。

宰
国
酌
雪
亀
、
ｑ
、
．
《
《
目
昌
覗
望
○
昌
甥
の
ロ
Ｑ
Ｐ
ｍ
も
四
目
ｍ
ｐ
ｍ
○
口
日
①
。
己
里
］

唱
巨
鴨
切
冒
昌
冨
呂
掲
一
・
・
・
ご
含
虐
虎
》
』
．
巴
の
下
線
部
の
訳
が
欠
け

て
い
る
。

（
○
艮
○
昼
ご
巳
ぐ
①
Ｈ
風
ｑ
冠
異
①
い
め
】
国
①
笥
凰
○
烏
・
○
馴
箆
○
昼
】
ご
題
、
届
い

い
い
、
○
ヨ
。
叱
閏
〆
士
‐
い
ぬ
の
固
騨
函
①
、
．
）
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