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る
聞
に
か
ん
し
て
な
ど
l
を
概
観
し
た
も
の
。
定
本
の
再
編
の
完
成
が
ま
た
れ

る
。買

は
こ
れ
を
書
く
途
中
で
ふ
と
思
い
つ
き
、第

一
集
の
内
藤
戊
申
氏
の
書
評
、

第
二
集
の
宇
都
宮
消
背
氏
の
謹
許
を
殻
み
か
え
し
て
み
た
。
そ
し
て
い
さ
さ
か

安
心
も
覚
え
た
e

と
い
う
の
は
、
全
館
的
な
感
想
に
つ
い
て
、
内
藤
氏
と

(さ

ら
に
い
え
ば
氏
の
引
用
し
て
い
る
卒
中
苓
次
氏
の
書
評
と
も
)
よ
く
似
て
い
た

か
ら
で
あ
る
。
も
っ
と
も
そ
の
恥
に
つ
い
て
い
え
ば
、
そ
れ
は
わ
た
く
し
の
書

評
に
あ
ま
り
新
味
が
な
い
と
い
う
と
と
に
も
な
る
が
、
そ
れ
よ
り
績
に
な
っ
た

こ
と
は
、
わ
た
く
し
の
要
望
と
同
じ
こ
と
も
、
す
で
に
内
藤
氏
や
卒
中
氏
が
の

ベ
て
い
る
貼
で
あ
る
。

こ
れ
か
ら
も
縦
け
ら
れ
る
に
ち
が
い
な
い
本
曾
の
研
究

毅
表
で
は
、
曾
員
諸
氏
の
そ
れ
ぞ
れ
の
研
究
封
象
の
ほ
り
下
げ
と
と
も
に
、
中

園
古
代
史
の
組
系
化
へ

の
接
近
が
み
ら
れ
る
こ
と
も
期
待
し
て
や
ま
な
い
。

(
河
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治
)
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近
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滞
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わ
が
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の
研
究
に
消
風
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き
込
ん
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く
れ
る
の
は
質
に
悦
ば
し
い
。
ラ
イ
ト
教
授
と
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ば
馴
染
の
万
も
多
い
と
思
う
が
、
曾
て
京
都
大
事
で
塚
本
善
隆
博
士
に
私

淑
さ
れ
た
こ
と
が
あ
り
、
序
文
に
塚
本
、
ド
ミ

エ
ヴ
ィ
ル
雨
教
授
の
御
指
納
骨
に

依
存
し
て
い
る
と
述
べ
ら
れ
た
の
も
、
質
は
そ
う
し
た
閥
係
に
あ
っ
た
か
ら
で

あ
る
。
現
在
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摩
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著
が
あ
る
こ
と
も
併
せ
て
紹
介
し
て
お
く
。

さ
て
紙
撤
の
闘
係
か
ら
詳
細
に
亙
れ
な
い
け
れ
ど
も
、
著
者
の
意
幽
す
る
と

と
ろ
は
印
度
・
中
国
雨
文
化
の
融
合
過
程
を
眺
め
、
そ
こ
に
生
ず
る
文
化
聞
の

相
互
作
用
と
、
文
化
交
流
に
果
す
宗
教
の
役
割
と
を
究
明
し
よ
う
と
す
る
に
あ

る
。
ム
「
使
宜
上
本
書
の
構
成
を
示
す
と
、
第
一
章

〔
漢
代
の
思
想
と
枇
曾
U
、

第
二
章
〔
準
備
時
代
〕、

第
三
章
〔
教
化
時
代
〕、

第
四
章

〔
濁
立
成
長
時
代
U
、

第
五
章

〔流
用
時
代
〕
、

第
六
章

〔
現
代
中
国
に
お
け
る
例
数
の
遺
産
〕
と
な

り
、
他
に
八
業
の
俳
簡
を
挿
入
す
る
。
叉
序
文
の
後
に
三
頁
に
亘
る
帥抑
制聞
の
解

説
と
、
出
也
末
に
入
門
書
と
も
裕
す
べ
き
参
考
文
肱
の
紹
介

(但
し
洋
諸
の
み
)
及

び
簡
部
な
索
引
を
掲
載
し
て
あ
る
。

第
一
章
序
論
の
意
味
を
持
ち
、
俳
数
東
漸
に
至
る
ま
で
の
、
演
代
の
政

治
・
枇
曾
及
び
恩
組
を
中
心
に
一
瞥
し
、
そ
の
製
遜
推
移
に
仲
っ
て
生
ず
る
俳

数
受
容
へ
の
誇
篠
件
を
導
き
出
そ
う
と
す
る
。
即
ち
未
曾
有
の
繁
蹴
却
を
粛
し
た

漢
帝
闘
も
、内
外
に
生
ず
る
詳
矛
盾
に
よ
っ
て
弱
慢
化
す
る
。
一
方
御
用
思
惣
と

し
て
鯛
熟
し
た
儒
訟
も
、次
第
に
訓
詰
に
腐
心
す
る
の
み
と
な
り
、自
己
刷
新
と

か
新
生
の
枇
曾
問
題
に
封
成
す
べ
き
能
力
も
意
欲
を
も
喪
失
し
た
e

そ
の
結
果
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自
然
主
義
者
の
批
剣
と
懐
疑
を
醸
す
が
、
そ
れ
は
徐
り
に
も
漢
の
支
配
組
織
と

密
着
し
過
ぎ
て
い
た
か
ら
で
あ
っ
て
、
漢
慢
制
の
崩
壊
に
伴
い
儒
教
も
衰
え
る

の
は
世
田
然
で
あ
っ
た
と
す
る
。
こ
う
し
た
吠
態
こ
そ
異
質
の
悌
教
が
導
入
さ
れ

る
に
相
幡
町
し
い
も
の
で
あ
る
。
儒
教
と
園
家
の
閥
速
に
つ
い
て
は
銃
に
=
H，r印

刷，

O
吋
自
問

HF30同

ω巳

Z
g
-
o句
=
の
中
で
「
儒
数
は
政
治
的
環
境
に
従
っ
て

一
弛
一
張
す
る
」
と
の
見
解
を
打
出
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
を
敷
街
さ
れ
た
も
の

で
あ
ろ
う
。
い
ず
れ
に
し
ろ
溜
潔
な
文
章
と
明
快
な
論
理
で
理
解
し
易
い
。
し

か
し
若
干
不
満
に
思
う
の
は
、
中
園
人
の
封
宗
教
観
に
つ
い
て
歎
し
て
お
ら
れ

る
こ
と
で
、
こ
の
間
題
は
悌
数
受
容
に
か
ら
む
無
視
さ
れ
な
い
要
素
で
あ
る
。

後
章
で
著
者
は
中
国
人
の
非
宗
教
性
を
否
定
さ
れ
る
だ
け
に
、
孔
子
の
「
生
を

知
ら
ず
し
て
云
々
」
の
如
き
、
中
園
人
の
幼
稚
な
或
は
無
関
心
な
宗
教
へ
の
態

度
を
説
明
し
て
欲
し
か
っ
た
。
そ
う
し
て
こ
そ
高
度
の
来
世
観
を
有
す
る
悌
数

受
容
へ
の
過
程
が
、
充
分
に
理
解
さ
れ
る
の
で
は
な
か
っ
た
か
と
思
わ
れ
る
。

第
二
章
後
漢
に
捕
帰
来
し
た
悌
教
も
未
だ
一
般
に
普
及
さ
れ
る
段
階
に
至
ら

な
か
っ
た
と
し
、
西
畜
迄
を
受
容
へ
の
準
備
時
代
と
す
る
。
で
は
潜
伏
期
と
し

て
何
故
二
百
数
十
年
の
歳
月
を
必
要
と
せ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
か
、
結
論
的

に
は
次
の
如
く
説
明
す
る
。
漢
僅
制
及
び
そ
の
イ
デ
オ

ロ
ギ
ー
(
儒
教
)
は
確
し

か
に
構
成
を
失
墜
し
た
け
れ
ど
も
、
直
だ
ち
に
外
来
宗
教
に
態
ぜ
し
め
る
ほ
ど

中
園
人
と
離
間
し
て
い
た
の
で
は
な
く
、
叉
併
殺
・
自
睡
も
容
易
に
受
容
さ
れ
る

形
態
に
達
し
て
い
な
か
っ
た
。
か
く
て
次
に
要
求
さ
れ
た
清
談
及
び
老
荘
思
想

も
、
所
詮
は
漢
鰻
制
と
儒
叡
の
再
評
債
の
た
め
の
も
の
で
あ
り
、
秩
序
乃
至
ヒ
エ

ラ
ル
ヒ
イ
の
再
興
を
念
願
し
、
意
欲
的
に
新
世
曾
生
活
の
基
盤
を
求
め
た
結
果

で
あ
っ
た
。
や
が
て
そ
の
望
み
も
失
わ
れ
る
に
つ
れ
、
知
識
麿
は
反
動
的
に
老

荘
思
想
に
耽
溺
し
、
再
縛
し
て
高
踏
的
な
傾
向
を
帯
び
て
く
る
と
い
う
。
か
く

の
如
き
設
展
段
階
は
著
者
の
論
ず
る
通
り
で
あ
る
。
し
か
し
清
談
の
現
質
的
な

も
の
か
ら
思
癖
的
な
も
の
で
更
に
高
踏
的
な
も
の
へ
と
幾
遷
す
る
原
因
を
、

軍
に
老
荘
思
想
に
錦
せ
し
め
る
の
に
は
疑
問
が
あ
る
。
例
え
ば
突
の
支
謙
譲

「
維
醸
経
」

の
如
き
併
典
の
影
響
は
考
慮
さ
れ
る
泊
要
は
な
い
の
で
あ
る
か
。

な
る
ほ
ど
維
摩
経
の
流
行
は
清
談
の
風
潮
に
刺
戟
さ
れ
て
は
い
る
。
だ
が
反
面

宗
教
と
し
て
の
性
格
が
逆
に
清
談
の
高
踏
化
を
促
し
た
こ
と
も
否
定
で
き
な
い

で
あ
ろ
う
。
そ
う
し
た
逆
か
ら
の
交
渉
に
も
留
意
し
な
け
れ
ば
不
充
分
で
あ
る

し
、
本
書
の
目
的
も
意
義
を
失
う
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い
。

第
三
章
畜
の
南
渡
に
始
ま
る
南
北
雨
祉
禽
の
性
格
を
論
じ
、
そ
こ
か
ら
繭

朝
悌
教
の
流
布
と
相
違
と
を
把
握
し
よ
う
と
す
る
。
南
朝
で
は
依
然
と
し
て
格

義
併
殺
が
展
開
す
る
こ
と
を
認
め
、
議
遠
、
支
遁
、
道
生
等
の
著
名
人
物
と
そ

の
恩
怨
を
と
り
あ
げ
、
い
ず
れ
も
中
園
思
惣
に
接
木
さ
れ
て
い
る
鮎
を
力
説
す

る
。
中
で
も
支
遁
の

ω
E
Z
ま
B
(頓
悟
)
の
思
想
は
老
荘
思
煩
を
礎
と
す
る
だ

け
で
な
く
、
悌
典
の
冗
長
に
封
す
る
中
園
人
の
反
作
用
で
あ
り
、
後
の
調
墜
に

連
な
る
と
論
じ
て
い
る
の
は
注
目
す

e

へ
き
で
あ
ろ
う
。
一
方
北
朝
併
数
は
祉
曾

秩
序
の
奈
鋭
と
生
活
不
安
と
が
流
布
の
背
景
で
あ
る
の
は
無
論
の
こ
と
、
異
民

族
園
家
の
立
場
か
ら
、
震
政
者
は
儒
教
に
基
づ
く
統
治
を
断
念
し
、
民
族
、
文
化

等
の
差
別
を
超
越
す
る
悌
教
の
普
遍
性
に
傾
倒
す
る
に
至
り
、
西
域
よ
り
幾
多

の
事
僧
を
導
入
し
た
結
果
、
悌
数
白
樫
の
刷
新
に
大
き
く
貢
献
し
た
と
述
べ
て

道
安
、
羅
什
の
活
躍
を
例
登
に
あ
げ
る
。
雨
朝
併
叡
の
相
違
に
つ
い
て
は
南
の

貴
族
政
治
、
北
の
一
専
制
政
治
と
い
う
南
枇
曾
の
特
質
が
そ
の
ま
ま
反
映
し
た
と

す
る
が
、
北
朝
悌
教
は
枇
曾
の
分
裂
に
統
合
を
奥
え
、
祉
曾
不
安
と
階
級
意
識

を
忘
却
せ
し
め
る
に
役
立
っ
た
と
論
ず
る
あ
た
り
、
南
朝
の
保
守
性
と
北
朝
の

進
歩
性
を
言
外
に
漂
わ
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
但
し
徐
り
に
も
格
義
に
霊
駄

を
置
き
す
ぎ
て
、
肝
心
の
相
交
作
用
か
ら
遊
離
し
て
し
ま
っ
た
嫌
い
が
あ
る
。
格

義
は
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
西
膏
よ
り
東
膏
に
か
け
て
の
風
潮
で
あ
っ
て
一
既
に
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道
安
を
初
め
と
し
制
州
連
等
に
も
格
義
否
定
、
老
荘
批
判
の
叫
び
が
興
っ
て
、衰
え

つ
つ
あ
っ
た
も
の
で
あ
る
。
故
に
道
安
の
弟
子
た
る
議
遠
を
、熔
義
の
中
心
人
物

に
あ
げ
る
こ
と
す
ら
疑
問
が
あ
る
。
確
に
慈
遠
と
そ
の
弟
子
態
厳
、
慈
観
、
宋

代
の
慈
琳
、
円醤
諦
等
に
も
そ
の
傾
向
は
み
ら
れ
る
が
、
宋
、
費
時
代
は
例
数
本

来
の
面
目
に
立
踊
っ
て
い
る
の
で
あ

っ
て
、
老
妊
思
組
の
完
全
な
消
化
が
達
成

さ
れ
た
時
代
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。
従
っ
て
本
意
に
お
い
て
は
格
義
よ

砂
も
東
畜
即
時
含
の
更
生
論
、
慈
遠
の
形
選
一
脚
不
滅
論
、
そ
の
弟
子
宗
煩
の
明
俳

論
等
に
現
わ
れ
る
鐙
魂
滅
不
滅
の
論
宇
と
か
、
東
替
孫
縛
の
除
道
論
以
後
、
戴

安
公
の醐押
疑
論
と
こ
れ
に
反
論
す
る
周
遊
組
の
難
禅
疑
論
等
に
示
さ
れ
る
因
果

態
報
の
論
字
、更
に
は
沙
門
不
敬
王
親
論
、夷
夏
論
等
々
の
如
き
詩
論
争
が
取
り

扱
わ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
辺
悌
二
数
の
類
似
を
設
か
れ
る
か
ら
に
は
雨
者
が

補
足
し
合
う
反
面
、
衝
突
も
生
じ
易
い
面
に
も
留
意
さ
れ
、
し
か
も
亦
封
立
抗

手
を
重
ね
る
閥
に
借
幽
は
中
閣
の
一
枇
禽
倫
理
、

法
治
主
義
へ
の
不
通
機
さ
を
自

覚
し
、
反
面
道
数
は
宗
叙
と
じ
て
再
生
し
、
経
典
、

数
闘
の
後
伎
を
み
る
に
至

り
、
迭
に
は
陶
弘
鼠
、
顔
之
推
等
に
み
ら
れ
る
三
数
融
合
の
傾
向
が
生
ず
る
事

情
を
考
慮
さ
れ
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
か
く
て
こ
そ
惰
唐
悌
数
の
隆
雄
と
そ
の
性

絡
が
充
分
に
把
握
さ
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。

第
四
章
繍
熟
期
と
し
て
の
惰
唐
併
殺
を
眺
め
、
中
国
一
位
命
闘
に
深
く
板
を
降

し
た
安
を
凝
視
し
つ
つ
、
し
か
も
欄
熟
の
中
に
衰
え
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
必
然

性
を
見
出
そ
う
と
す
る
。
本
章
に
お

い
て
は
あ
ら
ゆ
る
面
に
筆
を
染
め
ら
れ
て

お
り
、梢
選
擦
に
迷
う
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
惰
唐
悌
教
の
性
格
に
焦
鮎
を
絞

っ
て
検
討
し
て
み
る
心
算
り
で
あ
る
。
先
ず
著
者
の
定
義
す
る
溺
立
(
自
主
)

と
は
如
何
な
る
意
味
な
の
か
明
確
に
は
示
さ
れ
て
い
な
い
。
但
し
掌
全
飽
か
ら

制
判
断
す
る
に
、中
園
忠
組
及
び
印
度
例
数
か
ら
の
脱
皮
、
つ
ま
り
中
国
的
側
数
へ

の
製
容
と
の
意
味
ら
し
い
。
で
は
中
図
的
例
数
と
は
何
を
主
穏
と
し
て
計
る
の

か
、
果
し
て
そ
れ
を
濁
立
と
い
う
言
葉
で
表
現
す
へ
き
か
、
い
す
れ
も
解
答
は

輿
え
ら
れ
て
い
な
い
。
著
者
は
一
悠
宗
娠
の
勃
興
と
か
カ
ル
マ

の
思
組
及
び
布

施
業
の
普
及
、
或
は
閤
家
に
よ
る
憐
叙
治
闘
策
等
を
例
に
論
ぜ
ら
れ
、
華
や
か

な
俳
敏
文
化
と
そ
の
影
響
に
注
目
さ
れ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
至
っ

て
卒
面
的
な

把
握
の
仕
方
で
あ
り
、
叉
そ
れ
は
惰
唐
仰
教
の
核
心
に
紛
れ
た
も
の
で
は
な
い

と
考
え
ら
れ
る
。

何
よ
り
も
階
唐
例
数
の
性
格
を
示
す
特
徴
は
、
悌
絞
が
園
出
家
的
で
あ
り
国
家

へ
の
隷
風
化
と
い
う
商
に
現
わ
れ
、
叉
庶
民
中
心
の
乃
至
貨
践
的
悌
数
へ
の
袋

容
に
特
色
が
あ
ろ
う
。
著
者
の
一
瞥
さ
れ
る
宮
寺
の
設
置
、図
家
の
祝
忌
に
お
け

る
粛
曾
の
流
行
は
前
者
に
麗
し
、
宗
娠
の
勃
興
、
カ
ル
マ

に
基
づ
く
布
施
の
普

及
等
は
後
者
に
包
含
さ
れ
る
。
著
者
は
例
教
に
依
存
し
た
楕
麿
皇
帝
を
、儒
教
に

依
存
し
た
漢
代
の
そ
れ
に
封
比
さ
れ
て
い
る
が
、
唐
一
代
あ
ら
ゆ
る
時
、
あ
ら

ゆ
る
場
所
で
園
家
に
利
用
さ
れ
た
仰
設
の
姿
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
て
も
、
所

詮
侍
統
的
な
保
護
政
策
の
域
を
出
て
い
な
い
し
、
漢
代
儒
泉
の
立
場
と
簡
単
に

同

一
視
す
る
こ
と
に
も
繰
り
が
あ
ろ
う
。

何
故
な
ら
漢
代
儒
拳
は
出
後
貼
か
ら

漢
帝
閣
を
合
理
化
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
り
、
そ
の
政
治
理
念
で
も
あ
っ
た
。

し
か
し
惰
麿
例
教
は
完
全
に
異
質
の
宗
数
で
あ
る
。
併
数
治
図
策
、
或
は
武
周

革
命
に
現
わ
れ
る
如
き
例
数
利
用
を
、
間
早
に
例
数
流
布
の
メ
ル
ク

マ
ー
ル

に
あ

げ
る
限
り
問
題
は
な
い
。
だ
が
度
償
制
、僧
籍
設
置
、道
俗
格
、
崎
明
尼
給
回
等
の

出
現
を
ど
の
よ
う
に
理
解
し
た
ら
良
い
で
あ
ろ
う
か
。
著
者
は
僧
圏
が

「
国
家

内
の
園
家
」

と
な
る
危
険
を
防
止
す
る
た

め
の
手
段
で
あ
っ
た
と
洞
察
さ
れ

る
。
け
れ
ど
も
そ
の
背
後
に
は
権
門
勢
家
に
よ
る
土
地
粂
併、

富
一
円
強
丁
の
避

徳
役
問
題
等
が
か
ら
み
合
っ
て
い
た
の
で
は
な
い

か
。
叉
本
質
的
に
は
出
世
閥

的
で
あ
る
べ
き
筈
の
借
闘
が
世
俗
の
制
約
を
彼
り
、
図
家
の
支
院
組
織
に
く
み

込
ま
れ
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
無
論

一
部
信
徒
を
中
心
に
飽
迄
悌
敬
の
純
一
位
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を
守
ら
ん
と
す
る
動
き
が
あ
っ
た
け
れ
ど
も
、
や
が
て
消
滅
し
、
後
に
は
皇
帝

に
封
し
て
「
臣
」
と
稽
す
る
に
至

っ
た
如
き
は
、
と
り
も
な
お
さ
ず
園
家
権
力

に
謝
す
る
借
闘
の
屈
服
で
あ
り
、
ひ
い
て
は
儒
放
と
中
園
祉
命
日
へ
の
歩
み
寄
り

と
認
め
ら
れ
よ
う
。
反
面
宗
教
刑
法
た
る
道
信
格
も
僧
圏
支
配
の一

手
段
で
は

あ
る
が
、
戒
律
中
心
の
内
容
を
有
す
る
貼
で
は
、
印
度
的
要
素
を
認
容
し
た
圏

一家
の
譲
歩
と
い
え
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
そ
う
し
た
爾
者
の
歩
み
寄
り
の
上
に
展

開
さ
れ
た
の
が
惰
唐
の
仰
敏
で
あ
り
、
そ
れ
は
叉
悌
数
思
煩
と
中
国
思
組
の
完

全
な
融
合
調
和
の
姿
で
は
な
か

っ
た
か
と
考
え
る
。

庶
民
悌
教
の
問
題
も
同
様
で
あ
る
。
著
者
が
地
方
僧
侶
(
邑
師
、
遊
行
信
、
化

俗
法
師
)
の
活
路
、
大
衆
の
阿
粛
陀
信
仰
、
カ
ル
マ

の
思
想
と
布
施
業
の
普
及

を
重
観
さ
れ
た
の
は
、庶
民
俳
敬
、質
践
併
教
と
し
て
の
性
格
を
念
頭
に
霞
か
れ

て
い
る
こ
と
は
確
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
そ
れ
が
生
じ
て
く
る
原
因
が
那
迭
に
あ

る
か
問
題
と
さ
れ
て
い
な
い
。
勿
論
宗
涯
の
勃
興
に
関
し
て
論
じ
、
吐
禽
の
要
求

に
師
応
じ
て
成
立
し
た
が
、
多
く
の
宗
波
は
狭
い

ア
ッ
ピ
ー
ル

で
あ

っ
た
だ
け
に

短
命
で
あ
り
、そ
れ
に
反
し
綱
宗
の
み
は
悌
典
の
冗
長
、
及
び
ス
カ
ラ
ス
テ
ィ
シ

ズ
ム
に
封
す
る
中
園
人
の
反
作
用
と
し
て
生
じ
、
永
い
間
宗
教
と
現
賓
と
の
調

和
を
夢
み
た
中
国
知
識
階
級
の
欲
求
を
、
充
分
満
足
せ
し
め
た
と
述
べ
ら
れ
て

い
る
の
は
傾
聴
す
べ
き
所
設
で
は
あ
る
。
し
か
し
、惰
唐
悌
数
に
特
殊
な
地
位
を

輿
え
る
末
法
宗
板
、殊
に
羽
市
土
宗
の
隆
感
は
ど
う
で
あ
る
の
か
。繭
宗
は
或
程
度

知
識
階
級
の
も
の
で
あ
る
だ
け
に
、
大
衆
を
把
え
た
末
法
宗
教
を
論
ぜ
ず
に
は

不
充
分
で
あ
る
。
し
か
も
六
朝
悌
敬
よ
り
階
唐
併
数
へ
の
獲
革
に
は
、
大
衆
化

の
函
に
意
義
が
あ
る
限
り
片
手
落
の
裁
は
克
が
れ
な
い
で
わ
ろ
う
。

同
様
な
批

剣
は
著
者
が
布
施
業
普
及
の
意
畿
を
論
じ
、
「
侍
統
的
家
族
倫
理
及
び
排
他
主
義

に
、
例
数
の
普
遍
的
倫
理
を
植
附
け
た
が
、
雨
者
が
簡
箪
に
置
換
え
ら
れ
た
と

考
え
る
の
は
誤
り
で
、
所
詮
は
布
施
者
一
族
の
安
寧
の
域
を
出
な
か
っ
た
」
と

さ
れ
る
所
に
も
笛
吹
ま
る
。
尤
も
な
見
解
で
は
あ
る
が
、
そ
の
根
本
原
因
に
迄

は
燭
れ
よ
う
と
さ
れ
な
い
。
悌
数
賞
践
倫
理
の
根
抵
を
な
す
布
施
す
ら
、
中
園

思
畑
閣
を
覆
え
す
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
と
こ
ろ
に
例
数
受
容
の
限
界
が
あ
り
、

ひ
い
て
は
衰
え
る
最
大
の
理
由
が
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
賓
践
悌
数
へ
の
出
愛
貼
に

そ
の
原
因
が
潜
ん
で
い
る
。
例
え
ば
「
父
母
恩
重
経
」
等
の
備
作
経
典
に
認
め

ら
れ
る
通
り
「
孝
」
の
問
題
を
と
り
あ
げ
て
も
、
偶
数
的
孝
を
容
認
し
、
そ
れ

を
包
括
し
た
上
に
併
数
的
孝
を
展
開
せ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
つ
ま
り
中
園
恩

額
と
調
和
融
合
し
て
、
初
め
て
純
粋
に
中
図
的
悌
数
、
庶
民
憐
教
の
成
立
は
可

能
で
あ

っ
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
。
以
上
の
如
き
見
地
に
立
て
ば
、
著
者
の
濁

立
成
長
の
定
義
に
は
賛
成
で
き
な
い
気
が
す
る
。

制
限
紙
数
を
超
過
し
て
し
ま
っ
た
の
で
申
し
謬
な
い
け
れ
ど
、
第
五
章
は
宋

撃
の
愛
生
に
か
ら
む
例
数
思
績
の
盗
用
の
姿
を
論
じ
、
第
六
章
で
は
現
代
中
国

文
化
の
中
に
残
存
す
る
併
殺
文
化
と
、
清
朝
末
期
以
後
の
悌
数
復
興
運
動
に
説

き
及
ん
で
い
る
こ
と
を
指
摘
す
る
だ
け
で
割
愛
さ
せ
て
い
た
だ
く
。

語
事
力
の
無
い
私
に
は
、
概
読
書
と
い
っ
て
も
思
組
問
題
だ
け
に
荷
が
重
く
、

貨
に
粗
雑
な
的
は
ず
れ
の
紹
介
し
か
で
き
な
か
っ
た
こ
と
を
残
念
に
思
う
。
本

書
は
僅
の
紙
数
に
よ
く
纏
め
ら
れ
て
は
い
る
。
但
し
簡
潔
さ
が
災
い
し
て
時
に

舌
足
ら
ず
の
感
を
菟
れ
ず
、
全
僅
的
に
み
て
歴
史
事
象
相
互
の
閥
係
が
充
分
に

汲
み
と
れ
な
い
。
従
っ
て
突
然
に
提
出
さ
れ
て
迷
わ
さ
れ
る
箇
所
が
多
い
の
は

惜
し
い
気
が
し
て
な
ら
な
い
。

納
ま
か
な
問
題
で
は
慈
遠
が
儒
与
で
教
師
慨
を
と

っ
た
と
か
の
想
い
過
ご
し
も
あ
り
、
「
捨
身
」
を

zos
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:
と
剖
押
す
あ
た
り
、
異
の
意
味
が
充
分
把
握
さ
れ
て

い
な
い
よ
う
で
あ
る
。
と
も
あ
れ
女
中
不
遜
な
言
僻
の
多
か
っ
た
こ
と
を
、
最

後
に
御
許
し
を
請
い
筆
を
置
く
次
第
で
あ
る
。
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