
あ
る
か
ら
、
こ
の
各
品
を
同
列
に
扱
う
こ
と
は
問
題
が
あ
る
と
こ
ろ
で
も
あ
る
が
、
一
応
同
列
に
扱
う
こ
と
に
し
、
も
し
も
第
一
類
、
第

二
類
成
立
の
法
華
経
の
両
者
に
際
立
っ
た
相
違
が
認
め
ら
れ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
そ
の
折
に
指
摘
を
す
る
所
存
で
も
あ
る
。

化
城
喰
品
は
（
正
・
往
古
品
、
梵
勺
胃
菌
旨
恩
己
昌
ぐ
閏
薗
）
は
釈
尊
が
富
楼
那
℃
胃
箇
等
の
五
百
人
の
下
根
の
弟
子
を
救
う
た

め
に
過
去
の
因
縁
を
語
っ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
中
で
大
通
智
勝
如
来
の
十
六
王
子
と
し
て
釈
尊
や
阿
弥
陀
仏
等
の
前
生
を
物
語
っ
て
い

る
が
、
そ
の
中
で
十
六
王
子
の
出
家
を
次
の
よ
う
に
示
し
て
い
る
。

先
号
（
四
十
八
号
）
に
お
い
て
、
臂
喰
・
信
解
・
薬
草
瞼
の
各
品
に
お
け
る
鈩
邑
冨
目
烏
蝕
と
野
呂
骨
凹
に
つ
い
て
の
考
察
を
し
た
う８

の
で
あ
る
が
、
今
号
に
お
い
て
は
、
そ
れ
に
引
続
い
て
化
城
瞼
・
五
百
弟
子
授
記
・
法
師
品
等
に
お
け
る
そ
れ
に
つ
い
て
考
察
を
進
め
て
α

（
１
）

承
よ
う
。
し
か
し
、
前
二
品
が
第
一
類
成
立
の
法
華
経
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
後
者
は
第
二
類
成
立
の
法
華
経
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
の
で

シ
邑
匡
屋
屋
斤
凰
と
閏
煙
９
９
庁
画

ｌ
化
城
・
五
百
弟
子
・
法
師
品
を
中
心
と
し
て
Ｉ

2 1

望
月
海
淑



。
Ｏ
●

蔚
切
且
鼠
四
目
満

○
四
庁
の
恥
閉
山
Ｈ
ロ
四
毎
画
吋
凹

十
六
王
子
ら
は
童
子
で
あ
っ
た
が
同
一
の
野
口
呂
冨
に
よ
っ
て
家
を
出
て
出
家
者
と
な
り
沙
弥
と
な
っ
た
、
と
。
正
法
華
経
が
家

之
信
と
訳
出
し
た
も
の
は
、
閏
自
習
響
野
鼠
昌
届
鼠
に
あ
た
る
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
を
同
一
の
信
と
訳
出
す
る
時
、
そ
れ
は
十
六
王

（
貝
Ｊ
）

子
が
全
く
心
を
一
に
し
て
、
同
じ
信
を
抱
い
た
と
い
う
こ
と
を
示
す
で
あ
ろ
う
。
し
て
み
る
と
正
法
華
経
の
家
之
信
と
い
う
訳
語
は
、
十

六
王
子
の
立
場
が
そ
れ
ぞ
れ
ち
が
っ
て
い
た
の
で
は
な
く
て
、
全
く
同
一
の
信
を
も
っ
て
出
家
し
た
の
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ

う
。
い
い
か
え
れ
ば
、
信
は
一
つ
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
思
わ
れ
る
。

（
６
）

大
通
智
勝
如
来
は
こ
の
十
六
王
子
ら
が
冴
画
＆
鼠
を
生
じ
た
の
を
見
、
更
に
、
彼
等
が
仏
の
知
見
を
志
願
し
、
深
心
に
念
ず
る
と
の

言
葉
を
知
っ
て
、
法
華
経
を
説
か
れ
た
の
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
時
、
法
華
経
を
聞
い
た
彼
等
は

は

（
３
）

十
六
国
王
太
子
以
一
象
之
信
一
出
家
為
し
道
皆
為
二
沙
弥
一
。

と
示
さ
れ
て
お
り
、
妙
法
華
経
に
は
な
い
「
以
家
之
信
」
と
い
う
一
句
が
つ
け
加
え
ら
れ
て
い
る
。
家
之
信
と
は
ど
の
よ
う
な
こ
と
で
あ

ろ
う
か
。
十
六
王
子
は
大
通
智
勝
如
来
の
出
家
前
の
王
子
で
あ
っ
た
の
だ
が
、
そ
の
父
が
如
来
と
な
っ
た
今
、
十
六
王
子
の
家
の
信
と
は

こ
の
父
な
る
如
来
へ
の
信
な
の
か
、
そ
の
如
来
に
よ
っ
て
説
か
れ
た
教
え
へ
の
信
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
こ
で
、
梵
文
法
華
経
を
見
る
と

そ
こ
に
は
次
の
よ
う
に
示
さ
れ
て
い
る
。

蔚
切
且
鼠
四
且
洩
冒
目
胃
馨
冒
日
胃
呂
目
薗
の
ぐ
画
８
自
習
馨
降
四
目
冨
乱
畠
胃
圏
目
尉
腎
房
凶
日
日
画
ぐ
且
詳
馨
切
間
ぐ
①

（
４
・
）

○
四
庁
の
恥
閉
山
Ｈ
ロ
四
口
画
吋
倒
“
ず
彦
口
ぐ
ぃ
目

（
２
）

十
六
王
子
皆
以
一
童
子
一
出
家
而
為
二
沙
弥
一

十
六
王
子
は
ま
だ
童
子
で
あ
っ
た
の
で
、
先
ず
沙
弥
と
な
っ
た
と
い
う
の
は
当
然
の
こ
と
で
あ
る
が
、
正
法
華
経
を
見
る
と
、
そ
こ
に

(I9)



そ
こ
で
こ
れ
ま
で
の
と
こ
ろ
を
整
理
す
る
と
、
同
じ
十
六
王
子
に
関
す
る
記
述
の
中
で
、
出
家
を
し
て
沙
弥
と
な
っ
た
時
に
は
い
国
？

Ｑ
園
の
語
が
使
用
さ
れ
、
法
華
経
を
聞
い
て
自
ら
得
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
時
に
は
且
冨
日
一
烏
建
が
使
わ
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
前

者
に
つ
い
て
は
正
法
華
経
は
信
と
訳
し
、
後
者
に
つ
い
て
は
妙
法
華
経
が
信
受
・
信
解
の
訳
を
あ
て
、
正
法
華
経
は
歓
喜
・
得
本
志
と
意

訳
を
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
で
問
題
は
法
華
経
が
吟
画
目
園
と
且
冨
Ｂ
烏
建
の
語
を
使
い
わ
け
た
の
は
何
故
で
あ
っ

た
か
、
或
は
こ
の
二
つ
の
語
に
は
ち
が
い
が
あ
る
の
か
、
と
い
う
所
に
存
す
る
こ
と
に
な
る
。

人
が
出
家
を
す
る
と
い
う
の
は
、
単
に
家
を
出
る
こ
と
で
は
な
く
て
、
愛
す
る
も
の
、
欲
す
る
も
の
の
一
切
を
捨
て
去
る
こ
と
を
意
味

す
る
か
ら
、
そ
こ
で
は
異
質
の
世
界
に
入
る
た
め
の
心
の
大
転
換
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
転
換
を
お
こ
さ
せ
る
た
め
の
も
の
は
、

（
９
）

吟
留
鳥
磯
８
号
目
鼻
苗
ぐ
閏
鳥
協
蔚
８
ｍ
且
画
綴
降
働
目
９
９
画

と
な
っ
て
お
り
、
声
聞
た
ち
と
十
六
の
沙
弥
と
が
且
冨
自
民
盆
す
る
も
の
と
な
っ
た
、
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
妙
法
華
経

が
信
受
と
い
い
信
解
と
い
っ
た
も
の
、
正
法
華
経
が
歓
喜
と
い
い
得
本
志
と
い
っ
た
も
の
は
画
昌
〕
冒
烏
感
の
一
語
を
訳
し
た
も
の
で
あ

華
経
は

こ
の
箇
所
の
正
法
華
経
は

（
８
）

声
聞
歓
喜
。
十
六
沙
弥
無
数
億
百
千
嬢
諸
菩
薩
衆
皆
得
二
本
志
一
。

と
な
っ
て
お
り
、
妙
法
華
経
が
信
受
・
信
解
と
訳
し
た
と
こ
ろ
の
も
の
を
、

（
７
）
‐

十
六
菩
薩
沙
弥
皆
悉
信
受
。
声
聞
衆
中
亦
有
一
宿
解
一

と
、
皆
こ
と
ご
と
く
信
受
し
、
声
聞
ら
も
信
解
し
た
と
な
さ
れ
て
い
る
。

っ
た
こ
と
を
知
り
う
る
。

歓
喜
、
得
本
志
と
訳
出
し
て
い
る
。
こ
れ
に
対
す
る
梵
文
法

（20）



と
あ
る
か
ら
、
そ
の
意
は
両
経
同
様
で
あ
る
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
而
し
て
梵
文
法
華
経
は

（
週
）

合
国
昌
冒
。
。
冒
昌
ご
ｇ
景
四
ぐ
画
の
厨
昏
幽
隠
薗
夢
９
画
目

と
示
し
て
い
る
か
ら
、
こ
こ
で
難
信
難
解
と
訳
さ
れ
た
も
の
は
＠
月
ｌ
且
寓
目
◎
。
旨
の
訳
語
で
あ
る
こ
と
が
解
る
が
、
こ
れ
は
法
師
品

（
皿
）

の
中
で
仏
が
薬
王
菩
薩
に
む
か
っ
て
、
法
華
経
は
難
信
難
解
で
あ
る
と
い
う
と
こ
ろ
と
は
言
葉
を
異
に
し
て
い
る
。

異
質
の
世
界
Ⅱ
仏
の
世
界
（
教
え
）
に
対
す
る
絶
対
的
な
信
が
な
け
れ
ば
行
な
わ
れ
う
る
筈
の
も
の
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。
十
六
王
子

の
出
家
に
関
し
て
欝
且
号
倒
が
使
わ
れ
て
い
る
時
、
こ
の
語
は
、
仏
を
信
じ
信
頼
し
ま
か
せ
切
っ
て
し
ま
う
心
の
あ
り
方
を
意
味
す
る

の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
こ
れ
に
対
し
て
信
に
入
っ
た
後
に
、
仏
か
ら
法
華
経
を
聞
き
得
た
十
六
王
子
が
得
た
も
の
は
、
聞
法
者
と
し
て
の

仏
の
教
え
を
且
冨
日
烏
感
し
た
と
い
う
心
の
安
定
で
あ
り
、
心
が
ふ
っ
切
れ
た
と
い
う
状
態
へ
の
到
達
を
意
味
す
る
で
あ
ろ
う
ｏ
四
号
‐

（
皿
）

一
目
屋
胃
一
が
そ
こ
で
使
わ
れ
る
時
、
そ
れ
は
こ
の
よ
う
な
こ
と
を
示
そ
う
と
し
た
の
で
は
な
い
か
と
一
応
は
思
わ
れ
る
。

し
て
妙
法
華
経
は

化
城
喰
品
は
十
六
王
子
が
菩
薩
と
な
り
、
や
が
て
そ
れ
ぞ
れ
が
仏
と
な
る
こ
と
を
示
す
が
、
そ
れ
に
続
い
て
、
声
聞
で
あ
る
人
々
も
十

六
王
子
ら
の
法
華
経
の
説
示
を
聞
い
て
、
順
次
に
仏
道
に
入
る
で
あ
ろ
う
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
何
故
に
順
次
で
あ
る
の
か
の
理
由
を
示

で
あ
る
か
ら
と
し
て
い
る
が
、

（
哩
）

如
来
之
慧
難
し
限
難
し
計 （

ｕ
）

如
来
智
慧
難
し
信
難
レ
解

3こ
れ
に
つ
い
て
の
正
法
華
経
の
記
述
は

(21)



何
故
に
画
昌
］
冒
烏
感
に
入
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
と
せ
ら
れ
た
の
か
。
梵
文
法
華
経
は
そ
の
辺
の
と
こ
ろ
を
、
沢
山
な
人
々
は
我
々

（
十
六
王
子
）
に
よ
っ
て
無
上
等
正
覚
に
導
か
さ
れ
た
。
比
丘
ら
よ
、
彼
等
は
今
日
声
聞
の
地
位
に
住
し
て
お
り
無
上
等
正
覚
に
成
熟
せ

し
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
が
無
上
等
正
覚
へ
の
順
序
で
あ
る
。
そ
れ
は
何
故
か
、
比
丘
ら
よ
、
如
来
の
智
慧
は
実
に
國
島
〕
冒
具
一
し
が
た

（
蛎
）

い
か
ら
で
あ
る
、
と
の
べ
て
い
る
。
難
信
難
解
と
い
わ
れ
た
主
人
公
ら
は
声
聞
の
地
位
に
お
り
、
最
高
の
覚
り
に
到
達
す
る
た
め
に
訓
錬

さ
れ
つ
つ
あ
り
、
そ
れ
が
順
序
で
あ
る
と
さ
れ
る
時
、
‐
そ
れ
は
ま
だ
彼
等
が
最
高
の
仏
の
覚
り
に
到
達
し
て
い
な
い
こ
と
を
示
し
て
い

る
。
そ
し
て
、
こ
の
順
序
が
守
ら
れ
る
の
は
仏
の
智
慧
が
鼠
冨
目
房
昼
し
難
い
た
め
だ
と
い
う
時
、
こ
の
言
葉
は
ど
う
も
単
純
に
「
信
」

と
訳
さ
れ
て
済
む
も
の
か
ど
う
か
疑
問
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
十
六
王
子
に
関
す
る
記
述
の
中
で
は
、
十
六
王
子
が
最
初
に
吟
画
？

巳
融
を
お
こ
し
、
得
る
と
こ
が
あ
っ
た
時
に
四
ｓ
二
日
烏
註
が
使
わ
れ
て
い
た
が
、
両
者
の
語
の
間
に
こ
の
よ
う
な
相
違
が
あ
る
か
も
し

れ
な
い
と
い
う
一
つ
の
仮
説
を
立
て
て
み
る
と
、
声
聞
た
ち
は
十
六
王
子
ら
が
な
っ
た
菩
薩
に
よ
っ
て
且
冨
日
烏
蝕
の
状
態
を
得
る
た

め
に
訓
錬
さ
れ
つ
つ
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

こ
の
言
葉
に
続
い
て
仏
は
一
仏
乗
に
お
い
て
の
み
あ
る
こ
と
を
述
べ
、
更
に
法
華
経
を
説
く
た
め
の
条
件
と
し
て
、

（
焔
）

若
如
来
自
知
下
浬
薬
時
到
。
衆
又
清
浄
信
解
堅
固
。
了
二
達
空
法
一
深
入
中
禅
定
上
。

と
語
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
仏
は
こ
の
世
が
乱
れ
て
い
る
た
め
に
方
便
を
も
っ
て
浬
薬
を
説
い
た
の
だ
と
し
て
、
そ
の
時
に
説
い
た
方
便

の
浬
藥
に
つ
い
て
、

（
Ⅳ
）

説
二
於
浬
薬
一
。
是
人
若
聞
則
便
信
受
。

と
し
て
い
る
。
こ
れ
に
対
す
る
正
法
華
経
に
は

若
有
二
供
養
一
以
二
清
浄
行
一
・
信
三
楽
妙
言
二
趣
子
経
典
一
。
一
心
定
意
為
二
大
禅
思
一
。
…
…
…
如
来
減
度
時
。
若
有
二
聞
レ
説
歓
喜
信
者
一
○

（22）



化
城
愉
品
の
初
め
の
部
分
で
、
大
通
智
勝
如
来
の
三
千
塵
点
劫
の
説
示
に
続
い
て
、
十
六
王
子
が
こ
の
仏
に
法
輪
を
転
じ
た
ま
え
と
懇

請
し
て
偶
を
語
っ
て
い
る
が
、
そ
の
偶
の
末
尾
の
と
こ
ろ
に
、
こ
う
示
さ
れ
て
い
る
。

と
あ
っ
て
、
信
解
を
信
楽
と
訳
し
、
信
受
を
信
と
訳
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
が
ど
の
よ
う
な
意
味
あ
い
で
使
用
さ
れ
た
の
か
に
つ
い
て
、
梵

文
法
華
経
を
参
証
し
て
見
る
と
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

樹
”
日
冒
国
鳥
秘
ぐ
農
の
凹
日
ｇ
①
圃
昏
荷
ｇ
ｇ
ｇ
昌
局
乱
冨
丙
堅
“
の
四
目
畠
四
目
弾
目
目
農
８
日
目
§
鼠
望
畠
冨
農
邑
号
営

ｏ
四
℃
胃
秘
Ｑ
四
日
ロ
鼠
昌
凰
昌
凹
Ｑ
医
局
目
匡
丙
時
一
の
畔
幽
昌
曾
目
雷
囚
ロ
ロ
煙
尉
日
画
頃
ｇ
一
目
園
、
薗
昌
旦
置
再
凹
口
画
ぐ
画
暮
冒
自
画
琶
画
Ｑ
ロ
昌
幽
口
餌
ぐ
胃
『
昌
一
…

（
四
）

国
凄
碕
画
冨
の
冒
口
凰
弓
営
肖
９
画
粗
蔚
冨
旦
且
冨
目
肩
留
目
誌
．

す
な
わ
ち
、
如
来
は
完
全
な
浬
藥
に
入
る
べ
き
時
期
を
見
き
わ
め
、
会
衆
が
清
浄
で
且
寓
目
烏
嘩
が
堅
固
で
空
法
を
理
解
し
、
禅
定
に

（
別
）

つ
と
め
、
大
禅
定
に
ふ
け
る
の
を
知
っ
て
…
．
：
如
来
は
且
冨
自
民
陣
し
て
い
る
も
の
が
浬
薬
だ
と
説
く
、
と
い
う
の
だ
が
、
前
者
の
Ｊ３

且
寓
目
〔
烏
醸
は
衆
生
が
一
仏
乗
（
法
華
経
）
を
説
く
べ
き
心
の
状
態
に
立
ち
至
っ
た
こ
と
を
示
す
た
め
に
使
用
さ
れ
、
後
者
は
声
聞
．
２く

縁
覚
が
且
冨
目
烏
感
し
て
い
る
状
態
を
そ
れ
が
浬
梁
だ
と
説
い
た
の
だ
、
と
い
う
た
め
に
使
用
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
す
で
に

仏
道
を
心
が
け
て
い
る
者
が
、
仏
か
ら
教
え
を
聞
く
た
め
に
到
達
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
一
つ
の
心
の
状
態
を
且
冨
日
ロ
胃
一
と

名
付
け
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
せ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
で
は
且
冨
目
鼻
感
は
ど
の
よ
う
な
心
の
状
態
を
い
お
う
と
し
た
も
の
で
あ
る

の
か
。欲

楽
及
修
福
宿
命
所
行
業

（
型
）

世
尊
悉
知
已
当
し
転
一
蕪
上
輪
一

欲
楽
及
修
福

（
岨
）

仏
思
所
し
護
。



正
法
華
経
は

ｏ
四
吋
望
画
昌
。
“
旨
四
目
曽
冒
ロ
］
Ｏ
脚
の
脚
別
く
い
蔵
冒
画
の
一
ｍ
ｇ
彦
］
駁
色
］
四
日
己
口
刷
ぐ
画
丙
粋
四
日
。
“
己
巨
ご
］
間
口
一

画
Ｑ
匡
目
匡
丙
建
司
邑
尉
一
Ｏ
脚
の
色
吋
ぐ
四
℃
吋
画
包
口
四
日
ロ
尚
画
ぐ
ぃ
別
８
国
画
○
四
丙
吋
画
ぐ
四
吋
色
目
凹
邑
匡
鼓
雨
冨
耐
属
目
涛
二

と
し
て
、
行
い
と
智
慧
と
欲
求
と
前
生
の
行
い
に
よ
る
功
徳
と
を
す
べ
て
あ
な
た
は
知
っ
て
い
る
。
一
切
の
生
命
あ
る
も
の
の
且
匡
目
‐

晨
唾
も
あ
な
た
は
知
っ
て
い
る
か
ら
、
無
上
の
法
輪
を
転
じ
た
ま
え
、
と
の
意
を
示
し
て
い
る
。

妙
法
華
経
で
は
且
匡
日
匡
胃
一
が
且
彦
乱
箇
箇
と
一
緒
に
な
っ
て
欲
楽
と
訳
さ
れ
、
正
法
華
経
は
衆
生
の
厄
を
脱
す
る
と
意
訳
さ
れ

て
い
る
と
見
て
よ
か
ろ
う
ｏ
も
し
も
こ
れ
が
ゆ
る
さ
れ
る
な
ら
ば
、
こ
こ
で
の
且
冨
目
巨
胃
一
は
楽
う
こ
と
で
あ
り
、
災
厄
か
ら
解
脱
す

る
こ
と
の
意
に
と
り
扱
わ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
災
厄
か
ら
の
解
脱
は
三
界
か
ら
の
脱
出
と
同
じ
よ
う
な
も
の
で
あ
り
、
そ

（
型
）

れ
は
法
華
経
が
目
指
す
仏
の
境
地
と
同
一
で
は
な
い
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
更
に
、
一
仏
乗
に
お
い
て
の
承
仏
道
に
入
る
道
で
あ
る
こ
と
を
釈
尊
が
語
る
段
に
お
い
て
再
説
さ
れ
て
い
る
。

す
な
わ
ち
、
そ
こ
で
は
こ
う
示
さ
れ
て
い
る
。

（
顔
）

知
下
其
志
二
楽
小
法
一
深
著
中
五
欲
上
。
為
二
是
等
一
故
説
二
於
浬
薬
一
。
是
人
若
聞
則
便
信
受
。

こ
れ
は
二
乗
で
は
決
し
て
成
仏
出
来
な
く
て
、
成
仏
の
道
は
一
仏
乗
だ
け
で
あ
る
が
、
衆
生
が
劣
っ
て
お
り
五
欲
に
著
し
て
い
る
の
で
、

普
見
二
知
黎
庶
心
本

則
為
一
転
法
輪
最
勝

勉
脱
一
聚
生
厄
一
悉
令

で
あ
り
、
梵
文
法
華
経
は

最心
勝本

無所
等好
倫楽

（
犯
）

悉
令
レ
至
一
天
道
一

（24）



（
配
）

其
楽
二
下
劣
小
乗
行
一
者
。
則
自
亡
失
遠
乎
人
種
。
不
レ
解
二
人
本
一
為
欲
二
所
縛
一
。
如
来
滅
度
時
。
若
有
レ
聞
レ
説
歓
喜
信
者
仏
恩
所
護
。

と
、
同
じ
内
容
の
こ
と
を
伝
え
て
い
る
。
梵
文
法
華
経
も
ま
た

目
国
冒
目
溺
窟
昌
の
画
詳
ぐ
四
目
四
目
目
ぐ
園
詳
乱
冨
忌
ず
己
（
湘
奄
目
園
日
画
冒
蔦
四
目
四
函
目
日
の
冨
目
①
の
四
目
胃
涛
箇
ぐ
画
の

冒
警
借
画
厨
の
冨
口
己
２
９
画
召
す
冨
秘
蔚
冒
・
画
呂
冒
匡
ｇ
ｇ
５
．

と
し
て
、
世
界
の
衆
生
が
堕
落
し
、
劣
っ
た
楽
し
み
、
愛
欲
の
泥
土
に
沈
め
ら
れ
て
い
る
の
を
知
っ
て
、
彼
等
が
、
己
二
目
烏
感
し
て
い

る
の
が
浬
藥
で
あ
る
と
語
っ
た
、
と
な
し
て
い
る
。
こ
こ
で
は
方
便
に
よ
る
浬
藥
を
信
受
し
た
と
い
う
妙
法
華
経
に
対
し
て
、
彼
等
が

且
冨
日
烏
感
し
た
も
の
は
方
便
の
浬
藥
だ
と
順
序
が
入
れ
変
っ
て
い
る
だ
け
の
こ
と
で
、
こ
こ
で
彼
等
が
且
冨
目
鼻
醸
し
た
も
の
は
釈

尊
の
本
懐
た
る
究
極
の
も
の
へ
の
信
で
は
な
い
こ
と
は
明
白
で
あ
る
、
と
い
え
よ
う
。

化
城
喰
品
に
お
け
る
脅
画
＆
ず
餌
と
且
冨
自
民
唾
の
二
語
は
以
上
の
箇
所
に
使
わ
れ
た
だ
け
で
あ
る
が
、
以
上
、
見
て
来
た
と
こ
ろ

に
よ
る
と
、
農
冨
目
鼻
感
の
語
は
た
と
え
「
信
受
」
と
訳
さ
れ
る
こ
と
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
一
つ
の
心
の
境
地
で
あ
り
、
直

ち
に
ひ
た
す
ら
に
信
ず
る
と
い
う
宗
教
的
な
行
動
に
そ
の
ま
ま
結
び
つ
く
も
の
で
は
な
さ
そ
う
に
思
わ
れ
る
。

華
経
も
ま
た

五
百
弟
子
授
記
品
（
正
・
授
五
百
弟
子
決
品
、
梵
冒
動
８
ず
ぽ
涛
曾
徴
ｇ
ご
騨
画
恩
９
℃
目
ぐ
閏
斤
巴
は
釈
尊
が
富
楼
那
へ
の
授
記
を

語
っ
て
い
る
が
、
そ
の
中
で
釈
尊
が
、
偶
を
語
る
が
、
そ
の
冒
頭
の
所
で
続
け
て
且
冨
昌
烏
嘩
が
語
ら
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

や
む
な
く
方
便
を
も
っ
て
浬
梁
を
説
い
た
の
だ
が
、
衆
生
ら
は
こ
の
方
便
に
よ
る
浬
藥
を
も
っ
て
信
受
し
た
と
い
う
の
で
あ
る
が
、
正
法

4

（25）



と
語
る
が
、
正
法
華
経
も
ま
た

（
犯
）

下
劣
解
廃
志
尚
慢
堕
而
当
一
漸
漬
皆
成
二
仏
道
一

と
同
一
の
内
容
を
語
り
、
梵
文
法
華
経
も
ま
た

毒
甘
匙
冨
自
民
薗
峰
８
百
２
８
３
局
目
眉
目
目
扇
８
２
》
ず
毒
豊
ｇ
感
ず
且
昌
農
一

劣
っ
た
且
匡
日
一
房
昼
の
怠
堕
な
彼
等
は
す
べ
て
次
第
に
仏
と
な
る
、
と
し
て
両
漢
訳
と
全
く
同
じ
意
向
を
示
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
こ

こ
で
の
且
冨
日
一
房
陣
は
明
ら
か
に
人
々
が
仏
を
求
め
て
歩
む
べ
き
時
の
ひ
た
す
ら
な
心
の
行
動
の
あ
り
方
を
示
す
の
で
は
な
く
て
、
善

き
に
つ
け
悪
し
き
に
つ
け
、
そ
の
時
の
心
の
状
態
そ
の
も
の
を
さ
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

（
犯
）

知
下
衆
楽
二
小
法
一
而
畏
中
於
大
智
上
是
故
諸
菩
薩
作
二
声
聞
縁
覚
一

と
妙
法
華
経
に
は
あ
り
、
正
法
華
経
に
は

（
羽
）

此
諸
衆
生
脆
劣
僻
廃
故
当
下
演
一
読
微
妙
寂
静
一
示
中
現
声
聞
縁
覚
之
乗
上

と
あ
り
、
衆
生
は
小
法
を
楽
う
も
の
で
あ
り
、
劣
り
僻
廃
な
も
の
で
あ
る
と
、
指
摘
し
て
お
り
、
梵
文
法
華
経
の
第
二
偶
は
、

冨
旨
匙
冨
目
（
民
薗
一
目
画
闇
算
箇
意
騨
乱
匡
俄
恩
蔵
息
８
閣
目
匡
鳶
風
間
昌
二

（
釦
）

薗
冨
野
鷲
鼻
”
ず
彦
目
ご
目
一
ｇ
ｇ
－
忠
耳
ぐ
馨
胃
ｇ
稲
冒
す
８
匡
昌
８
凰
旦
胃
母
国
目
三
一

衆
生
が
劣
っ
た
呂
冨
昌
一
民
屋
に
い
る
の
を
菩
薩
等
は
知
っ
て
、
声
聞
と
な
り
縁
覚
と
な
り
最
高
の
乗
物
に
の
せ
教
示
す
る
と
し
て
い
る
。

す
な
わ
ち
小
法
を
楽
う
と
い
い
脆
劣
僻
廃
と
い
わ
れ
た
の
は
、
劣
っ
た
呂
冨
日
（
烏
鐵
の
こ
と
で
あ
る
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。

そ
し
て
釈
尊
は
更
に
言
葉
を
つ
い
で
、

（
瓢
）

錐
二
小
欲
僻
怠
一
漸
当
レ
令
二
作
仏
一

（26）



法
師
品
（
正
・
薬
王
如
来
品
、
梵
号
胃
日
脚
匡
風
９
百
）
は
法
華
経
の
一
句
一
偶
で
も
聞
い
て
一
念
随
喜
す
る
も
の
に
は
、
菩
薩
・

声
聞
そ
の
他
い
か
な
る
人
で
も
授
記
を
与
え
る
こ
と
が
示
さ
れ
、
そ
の
た
め
に
五
種
法
師
が
説
か
れ
行
う
こ
と
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。
そ

（
認
）

の
た
め
こ
の
品
は
今
ま
で
の
諸
品
と
は
質
を
意
に
し
て
お
り
、
成
立
史
の
面
か
ら
い
っ
て
、
化
城
嶮
品
、
五
百
弟
子
授
記
品
と
同
時
に
言

及
す
べ
き
も
の
で
は
な
い
と
は
思
わ
れ
る
が
、
一
応
、
資
料
の
羅
列
の
意
味
で
こ
こ
に
列
記
し
よ
う
と
思
う
。

法
華
経
の
受
持
・
読
・
諭
・
解
説
・
書
写
を
説
く
法
師
品
は
、
そ
の
よ
う
な
行
い
（
五
種
法
師
）
を
す
る
人
は
如
来
を
肩
に
す
る
人
で

あ
り
、
如
来
に
よ
っ
て
遣
わ
さ
れ
た
人
で
あ
る
こ
と
を
の
べ
、
更
に
偶
が
の
べ
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
後
の
長
行
の
中
に
お
い
て
、

何
故
に
法
華
経
の
五
種
法
師
が
仏
道
を
成
ず
る
た
め
に
重
大
な
行
い
で
あ
る
か
に
つ
い
て
釈
尊
は
述
べ
よ
う
と
す
る
が
、
そ
の
冒
頭
で
こ

こ
れ
に
対
す
る
正
法
華
経
は

（
妬
）

最
尊
第
一
・
普
天
率
土
所
し
不
一
信
楽
一
。

で
あ
っ
て
、
法
華
経
は
あ
ま
ね
く
人
含
に
よ
っ
て
信
じ
ら
れ
難
い
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
す
が
、
梵
文
法
華
経
も
ま
た
、

（
釘
）

畠
“
日
①
厨
号
胃
日
四
℃
目
望
豐
暑
闇
ｇ
ｍ
さ
丙
野
弓
厨
ご
目
涛
農
の
胃
箇
旨
颪
野
呂
骨
号
ｇ
ご
農

と
、
こ
の
法
門
は
一
切
世
間
に
う
け
入
れ
ら
れ
ず
、
一
切
世
間
に
信
じ
ら
れ
な
い
と
し
て
、
全
く
同
じ
意
を
伝
え
て
い
る
。

す
な
わ
ち
難
信
・
不
信
楽
と
訳
さ
れ
た
も
の
は
、
画
十
の
３
呂
冨
と
い
う
否
定
型
で
あ
る
が
、
法
師
品
は
更
に
言
葉
を
続
け
て
信
ぜ
ら
れ

う
語
っ
て
い
る
。

（
妬
）

此
法
華
経
最
為
一
難
し
信
難
Ｐ
解 5

（27）



と
訳
し
、
梵
文
法
華
経
も

（
“
）

胃
画
ご
騨
目
房
四
目
８
ｓ
拙
冒
い
国
＆
嵐
ワ
巴
画
ヨ
ヶ
冨
乱
遇
画
建
丙
屋
留
置
目
ロ
旨
冒
厨
昌
８
頁
ｇ
箇
彦
習
四
ｇ
冨
昌
８
一

彼
等
に
は
小
国
＆
颪
の
力
、
善
根
の
力
、
誓
願
の
力
が
内
在
さ
れ
て
い
る
で
あ
ろ
う
と
し
て
、
降
画
＆
鼠
は
法
華
経
の
弘
経
者
が
保
持

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
心
の
あ
り
方
の
一
つ
と
し
て
示
し
て
い
る
。
そ
し
て
大
信
力
を
有
す
る
が
故
に
、
そ
れ
は
行
い
に
あ
ら
わ
れ
て
来

る
が
、
そ
こ
の
所
を
梵
文
法
華
経
は
、

（
蛇
）

旨
』
目
四
日
Ｑ
房
日
日
“
己
胃
乱
冒
昌
冨
夢
筒
胃
閉
冒
冨
凰
昌
時
笥
冨
の
制
野
“
＆
鼠
冨
遭
目
感
乱
８
筥
選
目
醸
…
…

と
し
て
、
仏
滅
度
の
後
に
こ
の
法
門
を
彼
等
は
降
画
邑
彦
倒
し
、
語
る
で
あ
ろ
う
と
な
し
て
い
る
が
、
こ
の
文
章
に
関
す
る
正
法
華
経
は
、

（
蝿
）

仏
滅
度
後
。
若
有
レ
信
一
庇
正
法
典
一
者
。

と
訳
さ
れ
、
妙
法
華
経
は
先
の
大
信
力
云
々
の
文
章
の
前
で

（
“
）
・

如
来
滅
後
。
其
能
書
持
読
調
供
養
為
一
他
人
一
説
者
。

訳
し
、
梵
文
法
華
経
も

な
い
の
は
、
法
華
経
が
諸
仏
の
秘
要
蔵
に
し
て
、
如
来
の
現
在
で
す
ら
怨
嫉
多
い
も
の
だ
か
ら
、
減
度
の
後
で
は
当
然
の
こ
と
だ
と
し
て

（
調
）

い
る
。
し
か
し
、
そ
れ
だ
か
ら
こ
そ
法
華
経
は
説
か
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
て
、
こ
の
時
に
法
華
経
を
受
持
し
読
調
す
る
人
は
如
来

と
共
に
住
す
る
人
で
、
如
来
に
よ
っ
て
頭
を
な
で
ら
れ
る
べ
き
人
だ
と
し
て
い
る
。
そ
の
理
由
は
仏
滅
度
の
後
に
迫
害
多
き
法
華
経
を
説

く
人
は
、
大
信
力
の
所
有
者
だ
か
ら
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、

（
調
）

是
人
有
二
大
信
力
及
志
願
力
諸
善
根
カ
ー

と
い
う
の
が
そ
こ
の
と
こ
ろ
だ
が
、
正
法
華
経
も
ま
た

と
い
う
の
が
そ
こ
の
と
こ
ろ
だ
が
、

（
鋤
）

諸
信
力
也
。
善
本
力
。
志
願
力
。

諸
信
力
也
。
善
本
力
。
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と
法
華
経
の
教
え
を
聞
く
こ
と
も
信
受
す
る
こ
と
も
む
づ
か
し
い
こ
と
が
説
か
れ
る
が
、

（
卵
）

是
法
難
し
得
し
遇
信
者
亦
難
レ
値

と
し
て
、
こ
の
よ
う
な
人
は
無
上
等
正
覚
に
近
づ
く
人
だ
と
せ
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
す
る
正
法
華
経
は

（
卿
）

菩
薩
所
行
共
行
し
法
者
聴
者
。
信
楽
来
二
入
其
中
一
・

と
な
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
に
対
す
る
梵
文
法
華
経
は
、

（
妃
）

胃
牙
冒
四
ョ
号
閏
自
画
口
胃
鼠
冒
日
野
弓
曾
昌
吟
昌
乱
８
号
目
月
冒
国
辱
。
：
．
：

こ
の
法
門
を
聞
き
、
聞
い
て
且
置
日
巨
丙
感
す
る
も
の
は
、
と
あ
っ
て
、
信
解
・
信
楽
と
訳
さ
れ
た
言
葉
は

る
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
し
か
し
て
、
衣
座
室
の
三
軌
を
語
り
終
っ
た
後
の
偶
の
冒
頭
で
は
、

こ
の
法
門
を
聞
き
、
聞
い
て
煙
旦
置
目

る
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
し
か
し
て
、

（
妬
）

と
訳
し
て
、
野
呂
目
倒
は
意
訳
さ
れ
て
い
る
。

右
三
箇
所
の
恥
３
回
昌
勧
の
使
用
例
に
見
ら
れ
る
も
の
は
、
法
華
経
を
説
く
た
め
に
所
持
し
て
お
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
心
の
あ
り
方

で
あ
り
、
こ
の
心
の
あ
り
方
が
あ
る
時
に
法
華
経
の
説
示
が
可
能
で
あ
る
こ
と
を
言
及
し
た
も
の
と
理
解
さ
れ
う
る
で
あ
ろ
う
。

法
師
品
の
こ
れ
ら
の
吟
且
昏
倒
の
使
用
例
に
続
い
て
、
且
匡
日
〔
貸
感
の
使
用
が
見
ら
れ
る
が
、
そ
れ
は
前
掲
の
文
に
引
き
統
い
た
も

の
で
、
法
華
経
を
聞
い
て
読
調
・
書
持
等
を
す
る
も
の
は
菩
薩
の
道
を
行
ず
る
も
の
だ
と
い
っ
た
す
ぐ
後
に
、

（
妬
）

若
見
言
若
聞
一
是
法
華
経
一
。
聞
巳
信
解
受
持
者
。

と
、
同
様
の
こ
と
が
説
か
れ
、
梵
文
法
華
経
も
ま
た

座
員
厨
嘗
。
§
：
雪
。
ご
“
亀
：
昌
目
巨
歸
寓
萱
員
厨
顯
）

（
鯛
）

是
経
難
し
得
し
聞
信
受
者
亦
難

こ
れ
に
対
す
る
正
法
華
経
も
、

且
三
目
屋
丙
建
の
訳
語
で
あ

（29）



と
あ
る
が
、
こ
れ
ら
に
対
す
る
梵
文
法
華
経
は
、
こ
の
法
門
の
説
示
を
排
斥
し
捨
て
去
る
こ
と
は
な
い
で
あ
ろ
う
と
な
さ
れ
て
お
り
、

降
画
呂
冨
の
語
も
呂
営
目
巨
丙
建
の
語
も
使
用
さ
れ
て
は
い
な
い
。

小
国
＆
颪
の
場
合
は
、
「
こ
の
法
門
は
一
切
世
間
に
信
じ
ら
れ
な
い
。
」
と
し
、
「
彼
等
に
は
信
力
が
内
在
さ
れ
て
い
る
」
と
し
、
「
こ

の
法
門
を
彼
等
は
信
じ
る
で
あ
ろ
う
」
と
し
て
、
法
門
と
い
う
よ
う
な
絶
対
者
を
そ
の
ま
ま
に
信
じ
る
と
い
う
型
で
使
わ
れ
て
い
る
。
こ

れ
に
対
し
て
、
且
営
日
巨
丙
醸
の
場
合
は
、
「
こ
の
法
門
を
聞
い
て
…
…
」
と
い
い
、
「
こ
の
法
門
を
聞
く
こ
と
難
く
、
鼠
寓
目
烏
感
す

る
こ
と
難
し
」
と
し
て
、
法
門
が
何
で
あ
る
か
を
聞
い
た
上
で
、
そ
こ
に
立
脚
し
て
と
い
う
型
を
と
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

尚
、
漢
訳
二
経
に
よ
る
と
最
後
の
偶
が
語
ら
れ
る
直
前
の
長
行
の
中
で
、

（
記
）

実
に
聞
く
こ
と
は
得
が
た
く
、
且
冨
自
得
房
感
す
る
こ
と
も
得
が
た
い
と
同
様
の
こ
と
を
語
っ
て
お
り
、
且
寓
目
民
威
の
語
が
信
受
と
訳

さ
れ
信
と
訳
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

そ
こ
で
法
師
品
に
お
け
る
小
国
＆
颪
と
且
冨
日
烏
陣
の
二
語
の
使
わ
れ
方
を
比
較
し
て
承
る
と
、
一
つ
の
ち
が
い
が
見
ら
れ
る
よ

う
に
思
わ
れ
る
。

以
上
、
見
て
来
た
と
こ
ろ
に
よ
る
と
、
野
且
颪
は
化
城
嶮
品
で
一
度
、
法
師
品
で
三
度
使
用
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
を
妙
法
華
経
は

「
信
」
と
訳
し
、
正
法
華
経
は
「
信
」
と
訳
し
法
師
品
で
一
度
だ
け
「
信
楽
」
と
訳
さ
れ
て
い
る
。
且
冨
昌
房
屋
は
化
城
嶮
品
で
四
度
、

聞
レ
法
信
受
随
順
不
し
逆（

弱
）

設
使
有
し
聞
而
不
し
楽
者

6
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五
百
弟
子
授
記
品
で
二
度
、
法
師
品
で
二
度
の
使
用
例
で
、
妙
法
華
経
の
訳
語
は
「
楽
」
「
信
解
」
「
信
受
」
「
欲
」
で
あ
り
、
正
法
華

経
は
「
楽
」
「
本
志
」
「
信
楽
」
「
信
」
等
の
訳
を
な
し
、
五
百
弟
子
授
記
品
の
場
合
の
よ
う
に
意
訳
も
な
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
こ
と
は

脅
回
邑
冨
に
比
べ
て
且
冨
日
烏
鐵
の
語
は
複
雑
な
意
味
合
い
を
も
っ
て
い
る
こ
と
を
暗
示
す
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

そ
し
て
叉
、
こ
れ
ら
に
見
ら
れ
る
野
呂
昌
歓
は
仏
或
は
経
典
に
対
す
る
信
を
示
す
た
め
に
使
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
方

（
別
）

便
品
の
三
止
三
請
の
中
で
舎
利
弗
が
語
る
言
葉
箇
凰
ｇ
畠
画
ぐ
“
８
９
溌
冒
卦
恥
３
。
ｓ
圃
遇
目
舜
貝
世
尊
が
説
い
た
も
の
を
信
ず
る
で

あ
り
ま
し
ょ
う
）
と
い
う
あ
り
方
に
連
が
る
も
の
だ
と
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
信
脅
且
障
融
は
、
「
信
頼
」
す
る
こ
と
を
意
味
し
、
師

と
仰
ぐ
人
の
教
え
を
聞
き
、
そ
の
人
の
教
え
、
行
動
、
そ
の
人
自
身
に
信
頼
す
る
こ
と
で
、
そ
の
規
範
を
自
分
の
行
動
と
結
び
つ
け
、
そ

（
弱
）

れ
が
そ
の
ま
ま
実
践
徳
目
と
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
、
と
い
わ
れ
る
所
以
で
あ
ろ
う
。

（
弱
）

こ
れ
に
対
す
る
色
目
目
一
房
匙
は
、
心
の
自
由
な
、
完
全
な
状
態
を
さ
す
の
で
あ
る
、
と
な
さ
れ
る
よ
う
に
、
そ
れ
は
信
な
ど
に
よ
っ

て
得
ら
れ
る
心
の
状
態
を
意
味
す
る
も
の
と
思
わ
れ
る
の
で
、
時
に
は
心
の
到
達
点
と
し
て
信
解
と
訳
さ
れ
、
求
め
て
い
た
状
態
と
し
て

楽
（
意
向
）
な
ど
と
訳
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
法
華
経
が
こ
の
両
者
の
言
葉
を
果
し
て
意
欲
的
に
使
い
わ
け
た
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
、
更
に
研
究
を
続
け
な
け
れ
ば
な
ら

（
”
）

な
い
。

〔
註
〕（

１
）
布
施
活
岳
著
法
華
経
成
立
史
・
本
田
義
英
著
法
華
経
論
参
照
。
尚
、
布
施
博
士
は
同
書
の
中
で
、
法
華
経
の
成
立
は
少
く
と
も
四
時
期
を
経
過
せ

る
も
の
で
、
第
一
期
に
は
第
一
類
の
偶
頌
先
づ
成
立
し
、
次
い
で
其
の
長
行
の
布
桁
を
見
た
る
は
第
二
期
で
あ
り
、
第
三
期
は
第
二
類
の
増
補
と
な

り
、
斯
く
し
て
次
第
に
流
行
す
る
に
及
び
て
嘱
累
品
巳
下
の
増
補
と
な
っ
た
の
が
即
ち
第
四
期
で
あ
る
。
（
ｐ
一
三
四
）
と
結
論
づ
け
て
い
る
。
又

本
田
博
士
は
法
華
経
を
二
大
別
し
て
原
始
分
法
華
経
と
後
分
法
華
経
と
に
わ
け
て
い
る
。
五
百
弟
子
授
記
・
法
師
の
両
品
の
正
法
華
経
は
そ
の
前
半
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（
４
）
冨
吋
冒
本
１
８
０
、
言
い
冨
自
号
①
・
の
晨
詳
本
８
８

（
５
）
岩
本
裕
訳
。
法
華
経
は
心
あ
わ
せ
て
信
仰
を
も
っ
て
（
中
。
５
９
）
と
訳
し
、
松
溺
誠
廉
等
訳
。
法
華
経
は
浄
心
に
よ
っ
て
（
２
１
２
）
、
と
訳

し
、
南
条
・
泉
訳
・
新
訳
法
華
経
は
同
じ
く
信
を
以
て
（
２
０
５
）
、
と
訳
し
、
岡
教
遼
訳
・
梵
文
和
訳
法
華
経
は
同
じ
き
信
仰
を
以
て
（
３
１
８
）

（
５
）
岩
本
裕
訳

し
、
南
条
・

（
２
）
大
正
九
ｏ
２
５
上

（
３
）
″
９
１
下

と
訳
出
し
て

（
６
）
大
正
九
・

（
”
ｆ
）
″

（
負
》
）
″

（
Ｑ
》
）
澪
①
吋
冒
屯
八

（
加
）
石
上
善
応

″

（
、
）
大
正
九
・
２
５
下

（
胆
）
″
９
２
中

（
過
）
丙
⑦
『
目
１
８

（
躯
）
大
正
九
・
ワ

（
Ⅳ
）
″
〃

（
咽
）
大
正
九
・
Ｑ
｜

（
四
）
時
⑦
門
口
１
８

（
卯
）
岩
本
・
７
’

（
皿
）
大
正
九
・
ワ

（
理
）
″
Ｒ

（
鯛
）
丙
①
『
ロ
－
６

ｊ

Ｊ

大
正
九
・
９

大
正
九
・
２

岩
本
・
７
１

１
８

（
週
）
寒
の
門
口
１
８
５
葛
胃
四
目
“
ず
の
９
０

（
皿
）
大
正
九
・
３
１
中
・
１
０
１
中
雨
靴
国

は
後
に
再
説
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

（
過
）
富
３
１
８
５
・
岩
本
訳
６
９
Ｊ
、
７
１
、

（
躯
）
大
正
九
・
２
５
下

、
”
Ｊ
ノ
＃
＃

勺
且
ｎ
Ｕ
Ｆ
Ｄ
ヨ
ヨ
餌
芹
四
目
“
ず
の
Ｑ
》
ｎ
》

に
妙
法
華
経
に
な
い
部
分
を
つ
け
加
え
て
い
る
が
、
こ
れ
は
後
か
ら
付
加
し
た
も
の
だ
と
は
本
田
博
士
の
指
摘
す
る
と
こ
ろ
で
も
あ
る
。
（
ｐ
二
一

一
ハ
）

９１下

弄
①
吋
冒
ｃ
Ｌ
《
己
。
上
誤
討
画
含
側
目
“
ず
①
《
Ｕ
Ｑ
》

石
上
善
応
・
仏
典
に
現
わ
れ
た
ｇ
“
冨
信
の
用
例
。
印
仏
研
究
八
’
二
ｐ
７
９
．
８
３
参
照
。
拙
著
・
“
曾
冒
烏
盆
と
野
“
呂
冨
、
棲
神
四

八
号
参
照
ｐ
１
０
３
、
！
１
１
５

２
中

３
上

″
８
９
下

１
，
７
３
、

６
２
５
上
。
９
１
下
、
斎
３
１
８
０
．
亀
煙
厨
回
：
①
８
８

２
５
中

1，

る
。

3

松
涛
・
２
１
９

２
３
０
法
師
品
の
難
信
難
解
は
画
野
呂
且
冨
昌
冨
の
語
に
な
っ
て
い
る
が
、
こ
の
こ
と
に
関
し
て

松
涛
訳
２
１
８

（32）



（
型
）
梵
文
法
華
経
に
は
「
わ
た
く
し
ど
も
は
三
界
か
ら
逃
れ
出
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
さ
と
り
の
境
地
を
得
た
と
思
い
ま
し
た
が
、
わ
た
く
し
ど
も
は
老

令
の
た
め
に
も
う
除
し
て
お
り
ま
し
た
。
」
岩
本
上
ｐ
２
２
５
、
ｋ
ｌ
Ｏ
１
、
大
正
九
、
１
６
上
、
８
０
上

へへへへへへへへへ

474645444342414039
曹口ｰｰｰｰｰ画一

（
詔
）
法
華
経
を
仏
滅
後
に
説
け
ば
災
集
ま
る
と
い
う
の
は
、
法
華
経
が
成
立
し
た
時
の
状
況
を
示
す
も
の
と
、
成
立
史
上
で
は
う
け
と
る
こ
と
が
出
来

る
が
、
日
蓮
聖
人
の
場
合
は
、
素
直
に
こ
れ
を
う
け
と
め
て
、
だ
か
ら
法
華
経
を
説
く
べ
き
時
だ
と
な
さ
れ
た
。
た
と
え
ば
開
目
抄
に
は
「
当
世
、

法
華
の
三
類
の
強
敵
な
く
ば
誰
か
仏
説
を
信
受
せ
ん
。
日
蓮
な
く
ば
誰
を
か
法
華
経
の
行
者
と
し
て
仏
語
を
た
す
け
ん
」
（
５
９
０
）
と
い
わ
れ
て

い
る
。
こ
こ
に
見
ら
れ
る
の
は
、
法
華
経
に
対
す
る
唯
一
絶
対
な
信
ひ
と
す
じ
の
心
で
あ
る
と
い
え
る
。

（
弱
）
大
正
九
・
２
５
下

（
妬
）
″
９
２
中

（
”
）
篇
目
本
１
８
７
、

（
躯
）
大
正
九
・
２
８
上

（
”
）
″
９
６
上

（
釦
）
青
門
口
本
２
０
３

（
瓢
）
大
正
九
・
２
８
上

（
犯
）
″
９
６
上

（
躯
）
″
９
６
卜

（
認
）
斎
司
ロ
本
２
０
３

（
認
）
註
（
１
）
参
照

（
妬
）
大
正
九
・
３
１
中

（
調
）
″
１
０
１

（
訂
）
篇
門
口
本
２
３
０

大
正
九
・
３
１
中

″
１
０
１

岩
本
訳
・
松
涛
訳
・
岡
訳
も
す
べ
て
、

大
正
九
・
３
１
下

″
１
０
１
下

″
２
３
１

大
正
九
・
１
０
１
中

大
正
九
・
３
１
中

″
１
０
１

百
３
本
２
３
１

″
２
３
１

１
０
１

中

〃

３
１
中

中
ぎ
い
冨
邑
鼻
掃
本
９
１妙

法
華
経
の
順
序
の
通
り
に
な
っ
て
お
り
、
南
条
泉
訳
が
雨
『
ロ
本
の
順
序
に
な
っ
て
い
る
。

（”）



（
艶
）
大
正
九
・
３
２
上

（
認
）
″
１
０
２
上

（
副
）
胃
曽
本
３
６
・
拙
著
・
信
に
関
す
る
一
考
察
（
棲
神
４
７
号
）
参
照

（
弱
）
石
上
菩
応
・
仏
典
に
現
わ
れ
た
る
ｇ
曲
再
国
信
の
用
例
。
（
印
度
学
仏
教
学
研
究
八
の
二
ｐ
８
３
）

（
弱
）
全

（
印
）
原
実
教
授
の
「
国
冒
詩
盆
研
究
」
（
日
本
仏
教
学
会
年
報
二
十
八
号
）
に
よ
る
と
、
野
呂
颪
の
対
象
は
知
的
・
客
観
的
な
も
の
で
、
人
格
乃
至
教

義
へ
の
信
悪
性
へ
の
判
断
が
前
提
と
な
り
、
自
己
の
知
的
納
得
を
経
過
し
て
、
情
緒
的
な
も
の
へ
と
発
展
す
る
だ
ろ
う
と
な
さ
れ
て
い
る
。
又
、
金

岡
秀
友
教
授
の
「
密
教
に
お
け
る
信
構
造
の
特
色
と
そ
の
変
化
」
（
前
掲
書
）
に
よ
る
と
、
心
が
清
浄
と
な
る
信
、
事
に
依
り
人
に
依
る
の
信
で
、

仏
説
の
心
性
が
重
ん
ぜ
ら
れ
れ
ば
野
四
目
鼠
で
あ
り
、
心
に
勝
解
を
生
じ
、
般
若
に
力
点
が
お
か
れ
れ
ば
且
冨
目
禺
感
で
あ
る
、
と
な
さ
れ
て

い
る
。

（
鯛
）
篇
目
本
２
３
２

（
⑬
）
大
正
九
・
３
２
上

（
釦
）
″
１
０
２
上

（
副
）
原
日
本
２
３
５
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