
塁
蜀
三
コ
○
蚕
再
三
旨
冒
》

ト門
①
○
○
畠
ご
ロ
の
ロ
・
』
巨
禺
目
（
汚
置
の
ロ
壱
四
‐
皇
○
○
耳
目
①

（
甸
冨
さ
８
℃
冨
巴
（
吟
璽
昌
房
閏
日
尉
閏
昌
扁
の
四
『
巴

亀
崖
困
づ
ぬ
四

吉
元
信
行

こ
こ
に
紹
介
と
批
評
を
試
み
よ
う
と
す
る
の
は
、
ｗ
・
ラ
ー
フ
ラ
博
士

の
近
業
、
シ
ｇ
巨
富
Ｈ
日
儲
四
口
旨
８
ａ
『
四
の
フ
ラ
ン
ス
訳
に
つ
い
て
で
あ

る
。
ラ
ー
フ
ラ
博
士
は
ス
リ
ラ
ン
カ
出
身
の
佛
教
僧
で
あ
る
が
、
今
日
ま

で
約
三
十
年
の
永
き
に
わ
た
る
フ
ラ
ン
ス
滞
在
と
パ
リ
大
学
で
の
佛
教
研

究
と
い
う
経
歴
を
も
つ
。
そ
し
て
、
同
胃
与
国
且
号
騎
冒
旨
の
畠
］
・
国

や
四
諦
諭
に
関
す
る
研
究
等
、
幅
広
い
箸
作
活
動
を
も
つ
佛
教
学
者
と
し

て
知
ら
れ
て
い
る
。

今
日
ま
で
数
多
く
の
佛
典
が
フ
ラ
ン
ス
語
に
訳
さ
れ
て
お
り
、
特
に
ド

・
ラ
・
ヴ
ァ
レ
ー
・
プ
サ
ー
ン
に
よ
る
中
論
・
倶
舎
論
・
成
唯
識
論
、
ラ

モ
ッ
ト
に
よ
る
摂
大
乗
論
・
大
智
度
論
・
維
摩
経
等
北
伝
佛
典
に
対
す
る

訳
業
は
高
く
評
価
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
が
、
本
書
も
ま
た
そ
れ
ら
の

業
績
に
劣
ら
な
い
意
義
を
も
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

著
者
は
ス
リ
ラ
ン
カ
人
で
あ
る
が
、
こ
の
労
作
は
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
け

る
永
い
研
究
生
活
の
結
実
で
あ
り
、
巻
頭
の
謝
辞
に
も
述
べ
ら
れ
て
い
る

よ
う
に
、
多
く
の
フ
ラ
ン
ス
東
洋
学
者
の
協
力
に
よ
っ
て
成
っ
た
も
の
で

圭
衲
〉
ザ
（
》
Ｏ

内
容
の
紹
介
に
移
る
前
に
、
本
書
の
中
で
は
あ
ま
り
詳
し
く
論
じ
ら
れ

て
い
な
い
『
阿
毘
達
磨
集
論
」
の
原
典
に
つ
い
て
触
れ
て
お
か
ね
ば
な
ら

な
い
。

診
匡
〕
昼
冨
禺
冒
由
困
日
冒
８
身
騨
〈
以
下
留
日
一
］
月
昌
秒
と
略
す
る
〉
は
無

著
（
ン
ｍ
目
醤
）
の
著
作
で
、
思
想
的
に
は
い
う
ま
で
も
な
く
琉
伽
行
派

に
属
す
る
。
す
な
わ
ち
、
弥
勒
（
旨
四
胃
昌
‐
の
）
に
帰
せ
ら
れ
る
「
琉
伽
師

地
論
』
の
綱
要
害
と
い
っ
た
性
格
を
も
ち
、
そ
の
琉
伽
行
派
の
思
想
を
阿

児
達
磨
的
説
相
を
も
っ
て
説
く
と
い
う
特
異
な
諭
書
で
あ
る
。

こ
れ
は
、
洪
訳
で
は
『
大
乗
阿
毘
達
磨
集
論
」
（
大
正
・
巻
三
一
・
Ｚ
。
．

届
３
）
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
別
に
、
漢
訳
『
大
乗
阿
毘
達
磨
雑

集
論
」
〈
以
下
、
雑
集
論
〉
（
大
正
・
巻
三
一
・
ｚ
ｏ
忌
冨
）
が
あ
っ
て
、
唯

識
・
法
相
の
主
要
な
諭
書
の
一
つ
と
し
て
、
中
国
や
日
本
に
お
い
て
古
く

か
ら
研
究
さ
れ
て
き
た
。
こ
の
『
雑
集
論
」
は
、
留
日
ロ
。
８
園
と
獅
子

覚
に
よ
る
そ
の
註
釈
シ
ｇ
三
富
儲
目
四
囲
日
胃
目
冒
ｇ
場
冨
〈
以
下
圃
目
‐

鎖
国
〉
と
を
安
慧
（
聾
ご
国
己
畠
）
が
合
探
し
て
編
集
し
た
も
の
で
あ
り
、

そ
こ
に
は
『
集
諭
」
の
全
文
が
含
ま
れ
て
い
る
。

『
集
論
」
命
騨
目
。
。
酉
冒
の
梵
本
・
諸
訳
を
総
称
し
て
以
下
集
論
と
称
す
る
〉
の

研
究
と
い
っ
て
も
、
そ
れ
は
た
い
て
い
唯
識
・
法
相
宗
的
性
格
の
強
い
註

釈
部
分
を
含
む
玄
奨
訳
『
雑
集
諭
』
を
通
じ
て
行
わ
れ
た
宗
学
的
研
究
に

す
ぎ
ず
、
本
論
そ
の
も
の
を
直
接
に
研
究
す
る
と
い
う
こ
と
は
近
年
ま
で

ほ
と
ん
ど
行
わ
れ
な
か
っ
た
。
ま
た
、
チ
ベ
ッ
ト
訳
大
蔵
経
の
中
に
望
‐

。
三
月
餌
望
騨
が
。
忘
吊
ヨ
ー
ざ
ご
己
沙
盲
目
言
ｍ
三
房
も
②
（
影
印
北
京
版
・
巻

一
二
一
、
ｚ
ｏ
，
詔
ｇ
）
と
し
て
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
は
早
く
か
ら
知
ら
れ
て
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い
た
が
、
梵
本
の
刊
行
さ
れ
る
ま
で
は
殆
ん
ど
願
ら
れ
て
は
い
な
い
。

と
こ
ろ
が
、
一
九
三
四
年
、
ラ
ー
フ
ラ
サ
ン
ク
リ
ト
ヤ
ー
ヤ
ナ
が
チ
ベ

ッ
ト
に
お
い
て
・
普
旨
屋
ｃ
ｃ
畠
震
原
文
の
写
本
断
簡
お
よ
び
厘
国
蓮
曽
の
ほ

と
ん
ど
完
全
な
写
本
を
発
見
し
て
、
そ
れ
ら
の
写
真
を
将
来
し
、
こ
の
こ

と
が
学
界
に
報
告
さ
れ
て
注
目
を
引
い
た
。
こ
の
普
目
員
。
畠
騨
の
断
簡

は
、
戦
後
に
な
っ
て
、
ゴ
ー
カ
レ
ー
に
よ
っ
て
犀
携
目
①
昌
呉
』
‐
○
冒
昏
①

ン
亘
〕
肖
冒
ど
●
冒
吟
陳
一
日
巨
ｃ
ｃ
秒
望
伊
具
し
め
員
虎
殿
．
］
Ｃ
旨
・
ロ
昌
旦
佇
彦
Ｃ
国
Ｃ
ロ
号
色
旦

切
Ｈ
ｇ
〕
呂
“
局
○
く
畠
シ
砂
田
言
Ｃ
⑳
○
日
Ｇ
ｑ
』
ｚ
，
切
剣
巳
．
路
ゞ
邑
亀
｝
宅
や

園
ｌ
龍
．
〈
以
下
Ｇ
本
〉
と
し
て
公
表
さ
れ
た
。
こ
れ
は
、
梵
文
散
逸
部
分

に
つ
い
て
漢
訳
と
チ
ベ
ッ
ト
訳
の
相
当
箇
所
を
明
示
し
て
お
り
、
智
冒
巨
。
‐

ｃ
昌
騨
の
原
典
研
究
に
は
価
仙
の
高
い
も
の
で
あ
る
．

紬
い
て
、
プ
ラ
ダ
ン
は
諸
訳
に
よ
っ
て
そ
の
散
逸
部
分
の
還
元
を
試
み

現
存
の
梵
文
と
合
わ
せ
て
、
呵
国
曾
目
・
も
‐
（
の
ｅ
”
ゞ
さ
置
き
ミ
垂
昌
の
ヘ
ミ
ミ
？

。
壜
阜
旦
勝
息
習
ｇ
昌
冒
時
の
国
ロ
》
ご
扇
ぐ
鯉
‐
国
冒
３
画
》
邑
呂
．
〈
以
下

Ｐ
本
〉
と
し
て
発
表
し
た
。
Ｐ
本
に
よ
っ
て
我
々
は
一
応
蟹
国
旨
ｃ
ｃ
畠
些

の
原
典
形
態
の
全
貌
を
伺
い
得
る
わ
け
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
は
種
々
の
問

題
点
が
残
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
’

㈹
未
刊
の
国
〕
場
冨
が
参
雌
さ
れ
て
い
る
が
、
曾
巳
臣
８
畠
Ｐ
と
匡
固
‐

塑
騨
と
の
本
文
の
間
に
は
い
く
ぶ
ん
の
机
異
が
あ
り
、
そ
の
取
捨
が
必
ず

し
も
常
に
適
切
に
な
さ
れ
て
い
る
と
は
い
え
な
い
。

②
梵
文
と
蔵
漢
訳
と
の
間
に
か
な
り
の
異
同
が
あ
り
、
訳
文
に
ば
付
加

や
省
略
が
認
め
ら
れ
る
か
ら
、
原
文
の
散
逸
部
分
を
た
だ
蔵
・
漢
訳
に
よ

っ
て
完
全
に
再
構
成
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。

③
梵
文
の
現
存
す
る
部
分
と
散
逸
し
て
い
て
還
元
を
試
み
ら
れ
た
部
分

と
の
別
が
は
っ
き
り
示
さ
れ
て
い
な
い
。

④
還
元
の
部
分
が
、
切
目
亀
騨
・
漢
訳
・
チ
、
ヘ
ッ
ト
訳
の
い
ず
れ
に
よ

っ
て
な
さ
れ
た
か
も
明
示
さ
れ
て
い
な
い
。

⑤
今
ま
で
評
者
が
対
照
し
得
た
限
り
で
は
、
プ
ラ
ダ
ン
は
む
し
ろ
漢
訳

の
方
を
重
視
し
て
い
る
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
が
、
そ
れ
は
適
当
で
あ
ろ

う
か
。
漢
訳
に
は
付
加
・
省
略
・
意
訳
が
多
く
、
チ
ベ
ッ
ト
訳
の
方
が
原

典
の
形
態
に
近
い
こ
と
は
明
か
で
あ
る
。

も
っ
と
も
、
プ
ラ
ダ
ン
は
自
ら
の
作
業
を
還
元
（
ｇ
“
ｇ
』
‐
騨
宮
ｃ
ご
）
と
呼

ば
ず
、
Ｈ
①
胃
昌
鉱
冨
匡
○
口
と
い
う
表
現
を
用
い
て
い
る
。
散
逸
部
分
に
つ

い
て
、
原
典
形
態
を
元
ど
お
り
に
再
構
成
す
る
こ
と
は
不
可
能
に
近
い
が
、

賊
漢
訳
か
ら
梵
語
に
Ⅳ
訳
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
し
、
そ
う
し
た
再
訳

で
散
逸
部
分
を
袖
う
こ
と
は
怠
味
が
あ
る
と
す
る
の
が
そ
の
意
趣
で
あ
ろ

う
か
ら
、
そ
こ
に
は
訳
者
の
脈
抑
が
あ
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
普
口
旨
○
‐

ｏ
当
四
を
原
典
と
し
て
読
も
う
と
す
る
場
合
に
は
、
Ｐ
本
よ
り
む
し
ろ
Ｇ

本
を
底
本
と
し
て
、
梵
文
散
逸
部
分
は
チ
雪
ヘ
ッ
ト
訳
を
重
視
し
て
、
Ｐ
本

の
還
元
は
参
照
に
と
ど
め
る
と
い
う
行
き
方
を
採
る
ゞ
へ
き
で
あ
ろ
う
。

本
書
で
は
、
序
論
第
三
節
に
お
い
て
、
簡
単
に
原
典
に
つ
い
て
の
解
説

を
な
し
、
こ
の
翻
訳
は
そ
れ
ら
諸
本
に
基
い
た
こ
と
を
述
べ
て
い
る
だ
け

で
、
右
に
言
及
し
た
様
な
原
典
批
判
に
つ
い
て
は
ま
っ
た
く
ふ
れ
て
い
な

い
。
そ
し
て
、
諸
本
の
中
の
ど
れ
を
底
本
に
し
た
か
も
肌
記
さ
れ
て
い
な

い
。
と
こ
ろ
が
、
そ
の
訳
文
と
諸
本
を
対
照
し
て
み
る
と
、
著
者
独
自
の

立
場
で
資
料
を
取
扱
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
り
、
そ
の
訳
文
の
上
に
著
者

の
原
典
批
判
を
見
る
こ
と
は
で
き
る
。
し
か
し
、
梵
文
に
散
逸
部
分
が
あ

る
以
上
、
そ
の
部
分
に
つ
い
て
は
殊
に
資
料
の
取
捨
や
そ
の
根
拠
を
何
ら
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か
の
形
で
は
っ
き
り
と
指
摘
し
て
欲
し
か
っ
た
。

凸
一
一
一

本
書
の
構
成
は
次
の
様
に
な
っ
て
い
る
。

謝
辞
；
“
っ
旨
一

序
論
己
雪

｛

本
文
訳
註
っ
』

略
号
己
］
雪

語
彙
梵
・
仏
軍
］
盟

仏
・
梵
弓
ぢ
ぃ

索
引
や
画
弓

序
論
で
は
、
ま
ず
第
一
節
に
琉
伽
行
派
の
開
祖
で
あ
る
無
著
の
伝
記
に

つ
い
て
論
究
す
る
。
無
著
の
伝
記
に
つ
い
て
の
主
要
な
資
料
は
真
諦
の

「
婆
藪
築
豆
法
師
伝
』
で
あ
り
、
そ
れ
以
外
の
も
の
と
し
て
は
、
玄
奨
の

『
大
唐
西
域
記
」
巻
五
に
、
無
著
が
世
親
を
大
乗
に
改
宗
せ
し
め
た
と
の

挿
話
が
あ
る
く
ら
い
で
あ
る
。
著
者
は
そ
の
脚
註
で
、
他
に
無
著
の
伝
記

と
し
て
、
慧
英
の
『
大
方
広
佛
華
厳
経
感
応
伝
』
（
大
正
・
巻
五
一
、
ｚ
ｏ

９
畳
）
を
あ
げ
て
い
る
言
．
貝
）
が
、
そ
れ
は
記
述
も
き
わ
め
て
簡
略
で

あ
り
、
「
西
域
記
」
の
要
約
に
す
ぎ
な
い
も
の
と
思
わ
れ
る
。

こ
こ
で
は
、
そ
れ
ら
の
資
料
を
用
い
て
、
他
の
学
者
の
説
を
も
参
照
し

な
が
ら
、
著
者
な
り
の
無
著
伝
を
詳
し
く
記
述
し
て
い
る
（
弓
貝
Ｉ
己
。

そ
の
中
で
、
無
著
の
当
初
の
所
属
部
派
を
「
婆
薮
繋
豆
法
師
伝
』
で
は
有

部
と
し
、
『
西
域
記
」
で
は
化
地
部
と
し
て
い
る
矛
盾
に
つ
い
て
、
有
部

の
伝
承
に
よ
れ
ば
化
地
部
は
有
部
の
一
派
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
矛
盾

で
な
い
と
し
て
い
る
念
．
ど
．

次
に
、
無
著
と
弥
勒
と
の
関
係
に
つ
い
て
興
味
深
い
論
究
が
あ
る
言
．

雪
）
。
無
著
が
弥
勒
菩
薩
に
伴
わ
れ
て
兜
率
天
に
昇
り
、
そ
こ
で
職
伽
師

地
論
や
そ
の
他
の
大
乗
の
教
え
を
受
け
た
こ
と
は
、
漢
訳
伝
の
み
な
ら
ず

チ
ベ
ッ
ト
伝
も
伝
え
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
弥
勒
を
歴
史
上

の
人
物
と
認
め
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
学
者
の
見
解
は
必
ず
し
も
一
致

し
て
は
い
な
い
。
本
書
で
は
、
は
っ
き
り
と
弥
勒
・
無
著
同
人
説
を
と
り
、

弥
勒
に
帰
せ
ら
れ
た
あ
ら
ゆ
る
論
書
を
す
べ
て
無
著
の
著
作
の
中
に
含
め

て
列
挙
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
弥
勒
を
歴
史
上
の
人
物
と
す
る
よ
う
な
こ

と
は
宗
教
心
理
学
上
の
一
般
的
傾
向
で
あ
る
か
ら
根
拠
に
と
ぼ
し
い
こ
と

を
指
摘
し
、
弥
勒
が
歴
史
上
の
人
物
で
あ
る
こ
と
を
否
定
し
て
、
弥
助
・

無
著
別
人
説
を
批
判
し
て
い
る
ｅ
閏
）
。

し
か
し
、
そ
う
は
言
っ
て
も
、
そ
れ
ら
の
論
害
の
内
容
を
見
る
と
、
弥

勒
に
帰
せ
ら
れ
た
論
害
で
あ
っ
て
、
無
著
の
著
作
の
中
で
自
説
の
典
拠
と

し
て
引
用
さ
れ
た
も
の
は
、
疑
い
も
な
く
無
著
以
前
に
存
在
し
た
こ
と
に

な
る
し
、
思
想
的
に
見
て
も
両
者
の
そ
れ
ぞ
れ
に
帰
せ
ら
れ
た
論
書
相
互

の
間
に
は
種
々
相
異
点
が
認
め
ら
れ
る
。
勿
論
、
こ
れ
だ
け
を
も
っ
て
た

だ
ち
に
弥
勒
を
歴
史
上
の
人
物
と
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
弥
勒
に
帰

せ
ら
れ
て
い
る
諸
論
は
多
様
な
内
容
を
も
っ
て
お
り
、
お
そ
ら
く
す
零
へ
て

が
た
だ
一
人
の
作
で
は
な
く
、
あ
る
程
度
の
歴
史
的
経
過
の
間
に
、
複
数

の
著
者
の
手
に
よ
っ
て
成
立
し
た
も
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
し
て
こ
れ

ら
の
論
は
、
琉
伽
行
派
の
学
説
な
い
し
大
乗
の
教
義
を
権
威
づ
け
る
た
め

に
将
来
佛
た
る
弥
勒
菩
薩
に
仮
託
し
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
と
す
る
説
が

我
国
の
学
界
で
は
有
力
で
あ
る
。
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次
に
世
親
の
こ
と
に
ふ
れ
（
層
．
皆
ｌ
旨
巳
、
そ
れ
に
関
連
し
て
、
東

西
の
諸
学
者
の
論
考
を
参
雌
し
つ
つ
、
無
著
が
西
北
イ
ン
ド
に
て
紀
元
四

肚
紀
に
活
躍
し
た
論
師
で
あ
る
こ
と
を
確
信
を
も
っ
て
結
論
づ
け
て
い
る

念
．
圏
巳
。
そ
し
て
そ
の
頃
は
仙
教
の
諸
学
派
が
阿
毘
達
磨
と
い
う
形
で

自
派
の
正
統
性
を
理
論
づ
け
た
よ
う
に
、
大
乗
の
琉
伽
行
派
（
唯
識
学
派
）

で
も
そ
の
体
系
を
阿
毘
達
磨
と
し
て
ま
と
め
た
、
そ
れ
が
「
琉
伽
師
地

諭
』
で
あ
る
と
す
る
。
そ
の
「
琉
伽
師
地
論
」
の
綱
要
害
的
性
格
を
持
つ

の
が
こ
の
『
集
論
」
で
あ
る
か
ら
、
こ
こ
に
佛
教
に
お
け
る
『
集
諭
」
の

位
置
づ
け
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
“

第
二
節
は
『
集
論
」
の
内
容
に
つ
い
て
の
紹
介
で
あ
る
．
先
ず
、
こ
の

論
は
無
著
の
他
の
諭
書
の
綱
要
害
的
性
格
を
も
つ
重
要
な
諭
書
で
あ
る
こ

と
を
指
摘
し
、
内
容
は
大
別
し
て
、
本
事
分
・
決
択
分
の
二
品
に
な
る
こ

と
を
述
べ
る
。
留
日
尾
。
。
畠
騨
が
断
片
で
し
か
現
存
し
な
い
以
上
、
そ
の

草
分
け
が
い
か
に
な
さ
れ
て
い
た
か
は
硴
認
し
得
な
い
。
と
こ
ろ
が
洩
訳

と
チ
唇
ヘ
ッ
ト
訳
で
は
そ
の
章
分
け
の
し
か
た
が
相
異
し
て
い
る
。
そ
れ
を

漢
訳
チ
ベ
ッ
ト
訳

一

叩
峠
砕
冊
一
〕
①
本
事
集

分事本ｌ

塑
岬
輔
川
恥
諏
択

決
一
⑦
得
品
’
＠
鴬
択

Ⅱ
↑
卿
論
議
品
ｌ
⑤
論
議

図
示
す
れ
ば
上
の
様
に
な
る
。

こ
の
様
に
、
漢
訳
で
は
八
品
に
分
か
れ
る
が
、
チ
ベ
ッ
ト
訳
で
は
漢
訳

の
本
事
分
の
四
砧
に
相
当
す
る
部
分
を
第
一
章
と
し
、
決
択
分
の
各
品
を

二
章
以
下
と
し
て
計
五
章
よ
り
な
っ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
同
じ
チ
ベ
ッ

ト
訳
巻
頭
の
ウ
ダ
ー
ナ
で
は
漢
訳
と
同
じ
八
品
の
分
け
方
を
し
て
い
る

角
号
Ｌ
届
』
や
腿
？
造
な
ど
未
だ
に
不
明
な
点
が
多
い
。
本
書
で
は
漢
訳

の
章
分
け
を
そ
の
ま
ま
踏
襲
し
て
い
る
。

次
に
、
八
州
の
二
に
つ
い
て
そ
の
要
旨
を
述
識
へ
て
い
る
。
Ｐ
本
で
も

普
昌
目
四
国
『
具
曾
。
瞬
○
烏
と
し
て
、
集
論
の
内
容
に
つ
い
て
の
論
及

が
あ
る
（
Ｐ
本
、
層
鴎
ｌ
曽
）
か
、
そ
れ
は
批
評
的
立
場
で
な
さ
れ
て
お
り
、

簡
明
な
内
容
紹
介
と
し
て
は
本
書
の
フ
ラ
ン
ス
語
に
よ
る
要
旨
の
方
が
す

ぐ
れ
て
い
る
。
各
品
の
内
容
を
さ
ら
に
細
か
く
分
け
て
、
丁
度
佛
典
に
お

け
る
科
文
の
様
な
形
式
を
と
っ
て
諭
旨
を
要
約
し
て
お
り
、
わ
か
り
や
す

く
て
有
號
で
あ
る
。

本
書
の
主
要
部
分
は
一
ｕ
集
論
』
の
フ
ラ
ン
ス
語
訳
で
あ
り
、
そ
の
訳
文

は
平
易
で
あ
る
。
先
に
も
述
尋
へ
た
如
く
、
Ｐ
本
で
は
梵
文
現
存
部
分
と
還

元
部
分
が
は
っ
き
り
示
さ
れ
て
お
ら
ず
不
便
で
あ
っ
た
が
、
本
書
で
現
存

部
分
の
訳
文
に
そ
れ
ぞ
れ
符
号
を
つ
け
て
わ
か
る
よ
う
に
し
た
の
は
大
き

な
進
展
で
あ
る
。
こ
の
部
分
の
訳
文
は
明
快
で
、
あ
ま
り
疑
問
と
す
ゞ
へ
き

点
は
少
な
い
が
、
散
失
し
た
還
元
部
分
に
つ
い
て
は
種
為
問
題
点
が
認
め

ら
れ
る
９
以
下
、
気
の
つ
い
た
と
こ
ろ
を
紙
面
の
許
す
範
囲
で
論
及
し
よ

」
『
／
○
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先
ず
、
本
論
の
冒
頭
の
偶
で
あ
る
が
、
漢
訳
で
は
次
の
様
に
説
か
れ
、

ｐ
本
で
は
そ
の
下
の
よ
う
に
還
元
さ
れ
て
い
る
Ｕ

幾
何
因
取
相
建
立
与
次
第
冨
は
冨
普
〕
〕
目
一
壱
且
自
営
］
皇
が
ラ
色
’

一

ｍ
二
胃
口
唇
騨
昌
旨
の
．
色
岸
磨
汽
軽
匡
濾
匡
旨
、

義
職
広
分
別
集
総
頌
応
知
〆
昌
巨
胃
騨
巨
普
晉
窪
‐
身
答
営
冨
ｇ
Ｃ
局

〕
．
①
］
脚
信
の
Ｐ
』
己
巨
Ｃ
Ｃ
Ｐ
と
Ｃ
ヘ
、

（
大
正
・
三
一
・
六
六
三
ａ
）
（
Ｐ
本
、
ご
ｃ

こ
の
中
の
「
何
因
取
」
に
当
る
と
こ
ろ
を
本
書
で
は
旨
』
勗
名
屋
冒
昇

（
何
の
た
め
に
）
と
訳
し
、
そ
の
原
語
を
冨
冒
息
旦
導
曾
と
推
定
し
て

Ｐ
本
の
還
元
を
わ
ざ
わ
ざ
改
め
て
い
る
言
．
］
．
］
国
‐
医
）
．
し
か
し
、
チ

・
ヘ
ッ
ト
訳
で
は
凰
嘗
嵐
Ｈ
胃
昌
①
口
（
雨
勗
日
且
皀
忌
白
曽
〕
目
〕
）
角
旨
畠
届
ゞ

や
腿
？
と
と
あ
り
、
そ
の
後
の
長
行
州
当
部
で
は
、
漢
訳
で
は
「
何
囚
」

と
「
取
」
を
、
チ
零
ヘ
ッ
ト
訳
で
は
・
菅
嘗
吋
と
弓
冒
己
ｇ
］
園
を
分

け
て
釈
し
て
い
る
。
前
後
の
内
容
か
ら
し
て
も
当
然
こ
こ
は
勺
○
盧
昌
目
。
】

（
冨
閏
ロ
弾
）
、
麗
国
の
（
眉
腎
画
一
５
日
）
と
訳
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

受
緬
の
定
義
の
簡
所
含
ｇ
は
、
淡
訳
と
チ
録
ヘ
ッ
ト
訳
の
一
致
し
な
い

と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
本
書
の
訳
は
Ｐ
本
に
お
け
る
還
元
梵
文
と
も
一
致
せ

ず
、
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
漢
訳
に
近
い
よ
う
で
あ
る
。

漢
訳
重
視
の
傾
向
は
梵
文
現
存
部
の
訳
文
中
に
も
見
ら
れ
る
。
例
え
ば

、
騨
氏
Ｏ
ｐ
Ｃ
豆
○
］
〕
○
○
国
曾
い
計
①
少
Ｑ
一
国
函
①
Ｈ
』
》
の
め
も
壗
昇
・
色
冒
め
目
①
二
○
］
・
ロ
沙
ご
胃
①
色
①
“

四
○
は
く
岸
か
め
暁
ゆ
く
Ｏ
Ｈ
Ｐ
ケ
尽
め
（
弄
巨
恥
騨
」
四
）
〕
Ｑ
い
時
四
ぐ
○
吋
幹
ワ
］
①
印
（
色
戸
口
か
沙
］
Ｐ
）
〕
○
巨

〕
〕
①
一
局
①
鞭
言
ぐ
冨
胃
菌
）
令
当
》
一
・
閏
‐
暗
）
と
い
う
文
中
の
号
昌
甑
一
の

合
冒
昌
一
〕
①
（
さ
め
魚
昇
冒
急
切
に
相
当
す
る
句
は
梵
本
・
チ
ゞ
ヘ
ッ
ト
訳
と
も

に
存
し
な
い
が
、
漢
訳
「
於
善
・
不
善
・
無
記
品
中
役
心
為
業
」
（
大
正
。

三
一
・
六
六
四
ａ
）
に
お
け
る
「
於
…
品
中
」
を
訳
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

ま
た
、
欲
の
定
義
の
と
こ
ろ
で
、
段
冒
旨
は
○
胃
８
］
邑
鴛
①
酔
号
冒
旨
員
．

昌
局
冒
印
。
ロ
展
］
〕
角
唱
①
令
到
．
］
，
務
）
に
相
当
す
る
文
は
、
Ｐ
本
で
は

ａ
暑
旦
習
屋
‐
傑
巨
昌
野
畠
呂
目
〕
Ｐ
‐
Ｆ
貝
旨
鳥
号
令
．
ｅ
と
あ
り
、
Ｇ
本
で

は
、
Ｐ
本
の
畠
暑
且
凹
昌
に
相
当
す
る
句
は
卦
曼
習
．
へ
一
巨
匡
屋
と
な
っ

て
お
り
、
漢
訳
で
は
「
正
勤
所
依
為
業
」
（
大
正
・
三
一
・
六
六
四
ａ
）
と
訳

さ
れ
る
。
こ
の
部
分
は
チ
ベ
ッ
ト
訳
で
は
胃
扇
○
口
肩
昌
ぃ
Ｈ
８
旨
冒
巨

昇
①
国
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
Ｇ
本
の
ａ
昌
習
四
目
匡
昌
（
発
勤
）
の
方
が
正

し
い
と
思
わ
れ
る
。
と
こ
ろ
が
、
本
書
の
辰
口
の
晶
旨
は
巻
末
の
語
彙
を

見
て
も
わ
か
る
よ
う
に
昌
昌
餌
の
訳
で
あ
る
か
ら
、
且
瞥
扇
》
胃
四
目
亘
〕
四
』

局
蕨
○
旨
冨
の
い
ず
れ
も
訳
し
て
い
な
い
こ
と
に
な
る
。
む
し
ろ
淡
訳
「
正

勤
」
の
訳
で
あ
ろ
う
が
、
正
勤
は
修
業
と
し
て
の
意
味
を
持
つ
か
ら
号
‐

日
①
鼎
哩
の
（
気
力
）
は
適
訳
と
は
思
わ
れ
な
い
〕
や
は
り
習
餌
日
９
秒
（
起

す
こ
と
）
と
い
う
意
味
を
含
め
て
訳
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

次
に
、
諸
（
獣
昏
樹
）
の
定
義
の
と
こ
ろ
で
、
Ｏ
①
牌
〔
冒
蔚
目
四
目
８

巴
・
印
呂
の
『
⑦
＄
曾
貝
の
切
忌
①
馬
の
…
念
届
．
胃
．
鴎
‐
喝
）
（
か
の
実
な
る
過

失
を
隠
す
〔
傾
向
に
あ
る
〕
こ
と
で
あ
る
）
と
訳
す
る
原
文
は
Ｐ
本
．
Ｇ

本
と
も
匡
己
首
と
。
鯛
四
ｌ
ご
目
巴
白
目
と
あ
る
。
こ
の
中
の
己
巳
陛
倭
目
な

る
語
は
手
許
に
あ
る
辞
書
に
は
見
出
し
得
な
い
。
こ
の
部
分
は
漢
訳
で
は

「
矯
設
方
便
隠
実
罪
過
」
（
大
正
・
三
一
・
六
六
五
ａ
）
と
あ
る
か
ら
、
本
書

の
訳
は
漢
訳
に
従
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
が
チ
ベ
ッ
ト
訳
で
は
計
、

冒
看
言
一
品
宮
『
ぃ
匂
○
一
二
畠
（
過
失
を
真
実
で
あ
る
と
弁
護
す
る
）
角
弓
．

』
屋
鼻
）
忠
患
と
．
に
は
め
ご
○
盲
と
あ
る
が
、
註
釈
に
異
昌
冒
と
あ
る
に
よ

り
修
正
）
と
な
っ
て
お
り
、
そ
の
註
釈
で
は
「
あ
る
こ
と
を
他
の
こ
と
に
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転
化
す
る
（
ｇ
鴎
日
ｇ
）
」
宵
号
」
畠
っ
雪
上
）
と
解
釈
さ
れ
て
い
る
。

⑳
ご
呂
冒
は
望
鼻
．
忌
冨
目
（
護
る
）
の
訳
で
あ
る
か
ら
、
チ
ベ
ッ
ト

訳
者
は
昌
日
堅
騨
目
を
ぐ
ぢ
堅
四
目
と
読
ん
だ
の
か
も
し
れ
な
い
。
「
実

な
る
過
失
を
隠
す
」
と
す
る
本
書
の
訳
は
む
し
ろ
他
の
心
所
で
あ
る
覆

（
日
国
濡
四
）
の
定
義
に
近
い
。
譜
は
た
だ
隠
す
の
で
は
な
く
、
矯
っ
て
方

便
を
設
け
て
、
過
失
を
真
実
で
あ
る
と
弁
護
す
る
こ
と
で
あ
る
。
い
ず
れ

に
せ
よ
色
目
些
少
３
と
は
そ
の
様
な
意
味
で
あ
ろ
う
。

こ
れ
ま
で
指
摘
し
た
と
こ
ろ
は
主
と
し
て
漢
訳
を
重
視
し
た
と
思
わ
れ

る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
ま
た
、
チ
ベ
ッ
ト
訳
に
よ
っ
た
と
思
わ
れ
る
と
こ
ろ

も
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
紙
面
の
都
合
で
ふ
れ
ら
れ
な
い
。
こ
の
様
な
と
こ

ろ
か
ら
、
本
書
の
訳
文
は
、
は
っ
き
り
と
あ
る
一
本
を
底
本
と
し
た
の
で

は
な
く
、
諸
本
を
対
照
し
つ
つ
、
著
者
の
判
断
に
よ
っ
て
随
時
適
当
な
本

に
よ
っ
て
訳
が
与
え
ら
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
そ
し
て
梵
文
現
存
部
分

以
外
は
漢
訳
重
視
の
傾
向
が
著
し
い
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
本
書
の

長
所
と
も
ま
た
短
所
と
も
な
っ
て
い
る
。
短
所
と
は
、
底
本
を
は
っ
き
り

さ
せ
な
か
っ
た
た
め
、
テ
キ
ス
ト
と
し
て
の
厳
密
性
に
欠
け
る
こ
と
で
あ

る
。
木
書
の
訳
文
に
は
底
本
の
頁
が
記
さ
れ
て
い
な
い
の
で
原
典
と
の
対

照
に
不
便
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
、
巻
末
の
労
作
、
語
紫
や
索
引
の
厳
密

さ
と
比
べ
る
と
い
さ
さ
か
片
手
落
ち
の
観
が
あ
る
。

巻
末
の
語
彙
（
弓
．
屍
や
巴
ｅ
は
、
梵
仏
と
仏
梵
の
辞
書
に
な
っ
て
い

る
。
こ
れ
を
見
る
と
あ
る
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
を
い
か
な
る
フ
ラ
ン
ス
語
で

訳
し
た
か
、
又
、
あ
る
フ
ラ
ン
ス
語
訳
の
原
語
が
何
で
あ
っ
た
か
と
い
う

こ
と
が
一
目
瞭
然
に
わ
か
る
の
で
あ
る
。
我
凌
が
原
典
の
翻
訳
を
す
る
場

合
に
先
ず
途
迷
う
こ
と
は
、
漢
訳
佛
教
用
語
の
使
い
方
で
あ
る
。
漢
訳
用

語
を
そ
の
ま
ま
使
う
た
め
に
か
え
っ
て
わ
か
り
に
く
く
な
る
と
い
う
こ
と

は
度
々
経
験
す
る
こ
と
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
佛
教
用
語
を
現
代
語
に
訳

し
て
し
ま
う
と
訳
語
が
統
一
さ
れ
て
い
な
い
た
め
そ
れ
が
何
の
訳
語
で
あ

る
か
理
解
す
る
に
困
る
こ
と
が
あ
る
。
本
書
で
は
こ
の
語
彙
の
欄
を
設
け

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
こ
と
を
見
事
に
解
決
し
て
い
る
。

例
え
ば
、
司
曽
’
四
ァ
昏
習
口
を
漢
訳
で
「
建
立
」
と
訳
す
た
め
、
我
灸

は
し
ば
し
ば
そ
の
ま
ま
「
建
立
」
と
す
る
か
「
安
立
」
と
訳
し
て
そ
の
ま

ま
安
心
し
て
し
ま
う
。
こ
れ
を
本
書
で
は
（
訂
ご
言
○
口
（
定
義
）
と
訳
し

て
い
る
が
、
こ
の
方
が
よ
く
わ
か
る
の
で
あ
る
。

ま
た
、
「
悩
」
（
胃
昌
凱
騨
）
と
い
う
心
所
の
定
義
は
、
「
悩
み
」
と
い

う
国
語
の
イ
メ
ー
ジ
と
は
ず
い
ぶ
ん
異
っ
て
い
る
。
留
日
ロ
ｇ
昌
国
で
は

「
悩
」
を
次
の
様
に
定
義
し
て
い
る
。

「
悩
と
は
い
か
な
る
も
の
か
。
順
に
属
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
念
と
恨

を
先
行
と
す
る
心
の
悲
害
で
あ
る
。
高
い
、
過
度
の
、
荒
だ
し
い
声
に
所

依
を
与
え
る
を
作
用
と
し
、
非
福
を
産
み
出
す
を
作
用
と
し
、
ま
た
不
安

隠
に
あ
る
こ
と
を
作
用
と
す
る
。
」
（
Ｐ
本
、
ご
＄

こ
こ
に
お
け
る
「
悩
」
は
い
わ
ゆ
る
「
な
や
み
」
で
な
く
、
他
に
対
す

る
悪
意
と
い
う
よ
う
な
砿
極
的
な
意
味
を
も
つ
。
そ
れ
を
本
書
で
は
適
切

に
日
昌
８
（
悪
意
）
と
訳
し
て
い
る
ｅ
、
愚
）
。

訳
語
の
い
ち
い
ち
を
当
っ
て
み
る
と
種
々
問
題
点
が
あ
り
、
納
得
で
き

な
い
訳
も
多
々
あ
る
が
、
こ
れ
ら
の
試
み
は
画
期
的
で
あ
り
、
我
友
に
と

っ
て
も
原
典
翻
訳
に
当
っ
て
学
ぶ
ぺ
き
点
が
多
い
。
そ
れ
に
も
ま
し
て
、

こ
の
語
錠
は
、
梵
仏
及
び
仏
梵
の
小
辞
典
に
も
な
り
得
る
と
い
う
点
で
便

利
で
あ
る
。
最
後
の
索
引
も
、
本
書
に
出
る
殆
ん
ど
の
原
語
と
固
有
名
詞

)6



を
網
羅
し
て
お
り
有
益
で
あ
る
。

四

以
上
、
本
書
の
叙
述
と
問
題
点
に
つ
い
て
略
記
し
た
。
種
灸
の
問
題
点

が
認
め
ら
れ
る
と
は
言
え
、
こ
の
こ
と
は
決
し
て
本
書
の
価
値
を
下
げ
る

も
の
で
は
な
い
。
本
書
の
タ
イ
ト
ル
は
「
無
著
の
哲
学
綱
要
」
と
で
も
訳

さ
れ
よ
う
か
。
す
な
わ
ち
本
書
は
大
乗
仙
教
の
哲
学
綱
要
で
あ
る
。
そ
の

よ
う
な
『
集
論
』
の
思
想
的
・
原
典
的
価
値
が
改
め
て
見
直
さ
れ
て
き
た

今
日
、
本
書
は
そ
の
代
表
的
研
究
書
で
あ
り
、
ま
た
原
典
か
ら
の
唯
一
の

翻
訳
書
で
あ
る
。
他
に
類
書
の
な
い
現
今
に
お
い
て
本
書
の
刊
行
は
高
く

評
価
さ
れ
て
良
い
で
あ
ろ
う
。
少
な
く
と
も
イ
ン
ド
の
佛
教
を
学
ば
ん
と

す
る
者
は
必
ず
座
右
に
置
く
‘
へ
き
書
物
で
あ
る
と
考
え
る
。

（
ら
×
路
。
冒
具
悶
羅
昌
十
圏
②
や
》
両
。
巳
の
陣
騨
昌
○
ｍ
耐
の
Ｑ
同
閏
．
茸
の
日
①
‐
○
己
①
目
耳
、

弓
四
且
ゆ
程
④
『
己

＊
郵
便
振
替
用
紙
も
御
利
用
下
さ
い
。
一

（
京
都
匡
弓
画
大
谷
大
学
佛
教
学
一

研
究
室
代
表
者
舟
橋
一
哉
）
一

既
発
行
の
「
佛
教
学
セ
ミ
ナ
ー
」
を
一

御
希
望
の
方
も
右
記
の
と
こ
ろ
へ
お
一

申
込
み
下
さ
い
。

第
一
号
絶
版

第
二
号
絶
版

第
三
号
絶
版

第
五
号
絶
版

第
七
号
絶
版

第
四
号
、
第
六
号
、
第
八
号
よ
り
第

十
七
号
ま
で
の
内
、
二
冊
以
上
お
申

込
み
の
方
は
送
料
を
研
究
室
で
、
負

担
い
た
し
ま
す
。
（
第
六
号
ま
で
各

冊
二
○
○
円
、
第
七
号
よ
り
第
十
号

ま
で
各
冊
二
五
○
円
、
第
十
一
号
よ

り
第
十
四
号
ま
で
各
冊
三
○
○
円
、

第
十
五
号
よ
り
第
十
七
号
ま
で
各
冊
一

三
五
○
円
）

一
心
繼
輪
撫
鮮
濡
獅
罪
一

二
年
間
分

一
○
申
込
み
京
都
市
北
区
小
山
上
総
町
一

大
谷
大
学
佛
教
学
研
究
室
一

佛
教
学
セ
ミ
ナ
ー
編
集
部
一

』

97




