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と
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版
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照
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さ
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四
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五
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ン
に
よ
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Н
で
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し
、
当
該
段
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に
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載
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。
ま
た
、
訳
者
に
よ
る
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説
明
註
に
は
番
号
を
付
し
、
巻
末
に
一
括
し
て
掲
げ
た
。

六
、〔
　
〕は
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に
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を
文
脈
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解
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に
補
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や
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の
な
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で
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釈
を
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す
必
要

が
あ
る
と
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が
判
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合
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る
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は
、
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る
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を
よ
り
理
解
し
や
す
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に
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、
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え
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に
関
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て
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タ
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意
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し
、
古
代
ロ
ー
マ
の
み
な
ら
ず
古
代
ギ
リ
シ
ア
を
指
す
場
合
に
も
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本
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と
訳
し
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。
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近
代
人
の
自
由
と
古
代
人
の
自
由

一
八
一
九
年
、
ア
テ
ネ
・
ロ
ワ
イ
ヤ
ル
・
ド
・
パ
リ

（

１）

で
の
講
演
か
ら
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皆
さ
ん
、

　
こ
れ
か
ら
二
種
類
の
自
由
に
ま
つ
わ
る
い
ま
だ
耳
慣
れ
ぬ
区
別
に
つ
い
て
、
皆
さ
ん
に
お
考
え
い
た

だ
こ
う
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。
こ
れ
ら
の
自
由
の
違
い
は
今
日
に
い
た
る
ま
で
見
過
ご
さ
れ
て
き
た
か
、

少
な
く
と
も
十
分
な
注
目
を
受
け
ぬ
ま
ま
で
あ
り
ま
し
た
。
一
つ
は
古
代
人
の
あ
い
だ
で
そ
の
実
践
が

非
常
に
重
要
視
さ
れ
て
い
た
自
由
、
ま
た
い
ま
一
つ
は
そ
れ
を
享
受
す
る
こ
と
が
近
代
の
諸
国
民
に
と

っ
て
特
別
な
価
値
を
持
っ
て
い
る
よ
う
な
自
由
で
す
。
こ
の
考
察
は
、
私
が
間
違
っ
て
い
な
け
れ
ば
で

す
が
、
二
つ
の
点
か
ら
興
味
深
い
も
の
に
な
る
は
ず
で
す
。

　
第
一
に
、
こ
れ
ら
二
種
類
の
自
由
を
混
同
し
た
こ
と
こ
そ
、
わ
れ
ら
が
革
命
の
悪
名
高
き
一
時
期
に

お
い
て
、
こ
の
国
に
多
く
の
害
悪
を
も
た
ら
し
た
原
因
で
あ
り
ま
し
た
。
フ
ラ
ン
ス
は
無
益
な
試
み
が

続
く
こ
と
に
い
い
加
減
う
ん
ざ
り
し
て
お
り
ま
し
た
が
、
成
果
が
乏
し
い
こ
と
に
苛
立
っ
た
立
案
者
た

ち
は
、
フ
ラ
ン
ス
に
望
み
も
し
な
い
善
の
享
受
を
押
し
つ
け
よ
う
と
す
る
一
方
で
、
望
む
善
の
ほ
う
は

取
り
上
げ
て
し
ま
っ
た
の
で
す
。
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第
二
に
、
わ
れ
ら
の
幸
福
な
革
命（

幸
福
な
、
と
呼
ぶ
の
は
、
行
き
す
ぎ
た
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
に
せ

よ
、
私
は
結
果
の
ほ
う
に
注
目
す
る
か
ら
で
す）

の
お
か
げ
で
代
表
制
統
治
の
恩
恵
に
浴
す
る
こ
と
に

な
っ
た
わ
け
で
す
か
ら
、
今
日
に
お
い
て
わ
れ
わ
れ
が
な
ん
ら
か
の
自
由
や
安
息
を
見
出
す
こ
と
の
で

き
る
唯
一
の
避
難
所
と
も
い
う
べ
き
こ
の
統
治
が
、
な
ぜ
古
代
の
自
由
な
諸
国
民
に
は
ほ
と
ん
ど
知
ら

れ
て
い
な
か
っ
た
の
か
を
問
う
こ
と
は
、
興
味
深
い
と
同
時
に
有
益
で
も
あ
り
ま
し
ょ
う
。

　
古
代
の
諸
民
族
、
た
と
え
ば
ラ
ケ
ダ
イ
モ
ン
の
共
和
国〔
ス
パ
ル
タ
〕や
、
あ
る
い
は
わ
れ
わ
れ
の
祖

先
で
あ
る
ガ
リ
ア
人

（

２）
の
な
か
に
そ
の
痕
跡
が
認
め
ら
れ
る
と
主
張
し
た
人
び
と
が
い
る
こ
と
は
知
っ
て

い
ま
す
。
で
す
が
あ
れ
は
間
違
い
で
す
。

　
ラ
ケ
ダ
イ
モ
ン
の
統
治
は
禁
欲
的
な
貴
族
政
で
あ
り
、
代
表
制
に
よ
る
支
配
な
ど
で
は
ま
っ
た
く
あ

り
ま
せ
ん
で
し
た
。
国
王
た
ち
の
権
力
に
は
制
限
が
あ
り
ま
し
た
が
、
そ
れ
を
課
し
て
い
た
の
は
監
督

官（

エ
フ
ォ
ロ
イ

（

３））

で
あ
り
、
今
日
わ
れ
わ
れ
の
自
由
の
擁
護
者
た
ち
に
選
挙
が
付
与
す
る
よ
う
な
任
務

を
負
っ
た
人
び
と
で
は
な
か
っ
た
の
で
す
。
監
督
官
は
お
そ
ら
く
、
も
と
も
と
国
王
た
ち
が
設
立
し
た

も
の
で
あ
り
、
人
民
に
よ
っ
て
任
命
さ
れ
て
い
た
は
ず
で
す
。
で
す
が
そ
の
人
数
は
わ
ず
か
五
名
に
す

ぎ
ま
せ
ん
で
し
た
。
彼
ら
の
権
威
は
政
治
的
で
あ
る
の
と
同
じ
く
ら
い
宗
教
色
も
濃
く
、
ま
た
そ
の
役

割
は
統
治
の
実
務
、
す
な
わ
ち
行
政
権
に
ま
で
及
ん
で
お
り
ま
し
た
。
し
た
が
っ
て
彼
ら
が
手
に
し
て
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い
た
権
能
は
、
古
代
の
共
和
国
に
お
い
て
民
衆
を
指
導
し
た
人
び
と
の
権
能
が
ほ
ぼ
例
外
な
く
そ
う
だ

っ
た
よ
う
に
、
暴
政
へ
の
防
波
堤
と
な
る
ど
こ
ろ
か
時
に
そ
れ
自
体
が
耐
え
が
た
い
暴
政
に
転
じ
て
し

ま
う
よ
う
な
代
物
だ
っ
た
の
で
す
。

　
ガ
リ
ア
人
の
政
治
体
制
は
、
あ
る
党
派
が
わ
れ
わ
れ
に
与
え
よ
う
と
し
て
い
る
も
の
に
よ
く
似
て
お

り
、
神
権
政
治
的
で
あ
る
と
同
時
に
軍
事
的
で
も
あ
り
ま
し
た
。
聖
職
者
に
は
無
際
限
の
権
力
が
与
え

ら
れ
、
戦
士
階
級
な
い
し
貴
族
階
級
は
他
に
追
随
を
許
さ
な
い
ほ
ど
強
大
で
抑
圧
的
な
特
権
を
手
に
し

て
お
り
ま
し
た
。
人
民
に
は
な
ん
の
権
利
も
保
証
も
な
か
っ
た
の
で
す
。

　
ロ
ー
マ
に
お
い
て
は
、
護
民
官
（

４）

が
あ
る
程
度
ま
で
は
代
表
と
し
て
の
役
割
を
担
っ
て
い
た
と
い
え
ま

し
ょ
う
。
彼
ら
は
、
い
つ
の
世
も
変
わ
り
映
え
し
な
い
少
数
の
支
配
者
層
に
よ
っ
て
、
王
政
転
覆
後
か

ら
苛
酷
な
奴
隷
扱
い
を
受
け
て
い
た
平
民
の
代
弁
者
で
あ
り
ま
し
た
。
と
は
い
え
、
ロ
ー
マ
人
民
は
政

治
的
権
利
の
ほ
と
ん
ど
を
そ
の
手
で
実
践
し
て
い
た
の
で
す
。
法
律
に
票
を
投
じ
る
に
も
告
発
さ
れ
た

貴
族
を
裁
く
の
に
も
、
彼
ら
は
集
会
を
開
き
ま
し
た
。
で
す
か
ら
、
ロ
ー
マ
に
は
代
表
制
の
痕
跡
と
い

っ
て
も
ず
い
ぶ
ん
頼
り
な
い
も
の
し
か
あ
り
ま
せ
ん
。

　
こ
の
体
制
は
近
代
の
発
見
で
あ
り
、
皆
さ
ん
に
も
お
わ
か
り
い
た
だ
け
る
こ
と
と
思
い
ま
す
が
、
古

代
の
よ
う
な
人
類
の
発
達
段
階
で
は
、
こ
う
し
た
性
質
の
制
度
を
受
け
入
れ
た
り
打
ち
立
て
た
り
す
る

17 近代人の自由と古代人の自由
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こ
と
は
不
可
能
だ
っ
た
の
で
す
。
古
代
人
は
そ
の
必
要
性
を
感
じ
る
こ
と
も
利
点
に
気
づ
く
こ
と
も
で

き
ま
せ
ん
で
し
た
。
彼
ら
の
社
会
組
織
は
彼
ら
を
し
て
、
代
表
制
が
わ
れ
わ
れ
に
保
証
す
る
も
の
と
は

完
全
に
異
な
る
自
由
を
求
め
さ
せ
た
の
で
す
。

　
こ
の
真
理
を
皆
さ
ん
に
お
示
し
す
る
の
が
、
今
夜
の
講
義
の
目
的
で
あ
り
ま
す
。

　
ま
ず
皆
さ
ん
に
お
考
え
い
た
だ
き
た
い
の
で
す
が
、
は
た
し
て
今
日
イ
ギ
リ
ス
人
な
い
し
フ
ラ
ン
ス

人
、
そ
し
て
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
住
民
は
、
自
由
と
い
う
言
葉
を
ど
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
理
解
し
て

い
る
で
し
ょ
う
か
。

　
そ
れ
は
各
人
に
と
り
、
法
律
以
外
の
何
物
に
も
服
さ
な
い
権
利
、
単
独
に
し
ろ
複
数
に
し
ろ
誰
か
の

恣
意
的
な
要
求
に
し
た
が
っ
て
逮
捕
さ
れ
た
り
監
禁
さ
れ
た
り
、
命
を
奪
わ
れ
た
り
、
断
じ
て
不
当
に

扱
わ
れ
た
り
し
な
い
権
利
を
意
味
し
ま
す
。
そ
れ
は
ま
た
自
ら
の
意
見
を
表
明
す
る
権
利
、
職
業
を
選

択
し
実
践
す
る
権
利
、
財
産
を
自
由
に
処
理
す
る
だ
け
で
な
く
浪
費
さ
え
す
る
権
利
で
あ
り
、
許
可
を

得
た
り
理
由
や
経
路
を
申
告
し
た
り
す
る
こ
と
な
く
往
来
す
る
権
利
で
も
あ
り
ま
す
。
他
の
人
び
と
と

と
も
に
集
ま
る
権
利
も
ま
た
、
誰
も
が
持
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
は
自
分
た
ち
の
利
益
に
つ
い
て
話
し
合

う
た
め
で
も
よ
い
し
、
本
人
お
よ
び
彼
の
仲
間
が
好
む
信
仰
を
表
明
す
る
た
め
で
も
よ
い
、
あ
る
い
は

単
に
自
分
の
好
み
や
気
紛
れ
に
し
た
が
っ
て
暇
つ
ぶ
し
を
す
る
た
め
で
も
構
わ
な
い
の
で
す
。
そ
し
て

18
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最
後
に
、
官
吏
の
一
部
や
全
員
を
指
名
し
た
り
、
支
配
す
る
側
が
多
少
な
り
と
も
考
慮
せ
ざ
る
を
え
な

い
よ
う
な
抗
議
、
請
願
、
要
求
を
行
っ
た
り
す
る
こ
と
で
政
府
の
統
治
に
影
響
を
与
え
る
権
利
も
万
人

に
認
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
で
は
、
こ
う
し
た
自
由
を
古
代
人
た
ち
の
そ
れ
と
比
べ
て
み
て
い
た
だ
き
ま

し
ょ
う
。

　
古
代
人
の
自
由
の
内
容
は
以
下
の
よ
う
な
も
の
で
す
。
主
権
全
体
を
構
成
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
部
分
的

権
能
を
、
集
団
と
し
て
、
し
か
し
直
接
的
に
行
使
す
る
こ
と
、
公
共
的
広
場
で
戦
争
か
平
和
か
を
討
議

す
る
こ
と
、
同
盟
条
約
を
他
国
と
結
ぶ
こ
と
、
法
律
を
採
決
す
る
こ
と
、
判
決
を
下
す
こ
と
、
役
人
た

ち
の
報
告
書
や
議
事
録
、
業
務
を
精
査
す
る
こ
と
、
彼
ら
を
人
民
全
体
の
前
に
召
喚
す
る
こ
と
お
よ
び

告
発
す
る
こ
と
、
そ
し
て
断
罪
し
た
り
放
免
し
た
り
す
る
こ
と
。
し
か
し
こ
れ
ら
を
自
由
と
名
づ
け
る

と
同
時
に
、
古
代
人
た
ち
は
こ
の
集
団
的
自
由
と
矛
盾
し
な
い
も
の
と
し
て
、
全
体
の
権
威
に
対
す
る

個
人
の
完
全
な
る
服
従
を
認
め
て
い
た
の
で
す
。
先
に
わ
れ
わ
れ
が
近
代
人
の
自
由
と
し
て
数
え
上
げ

た
よ
う
な〔
権
利
の
〕享
受
は
、
彼
ら
の
あ
い
だ
に
は
ほ
ぼ
見
当
た
ら
な
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

個
人
的
な
行
動
は
す
べ
て
厳
格
な
監
視
の
も
と
に
置
か
れ
て
お
り
ま
し
た
。
意
見
に
関
し
て
も
職
業
に

関
し
て
も
個
人
の
自
立
が
許
さ
れ
る
余
地
は
な
く
、
と
り
わ
け
宗
教
に
お
い
て
は
そ
う
で
し
た
。
自
ら

の
信
仰
を
選
ぶ
権
能
、
わ
れ
わ
れ
が
数
あ
る
権
利
の
な
か
で
も
特
に
重
要
視
し
て
い
る
こ
の
権
能
が
、

19 近代人の自由と古代人の自由
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古
代
人
の
目
に
は
罪
で
あ
り
冒
瀆
で
あ
る
と
映
っ
た
の
で
す
。
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
ど
ん
な
に
有
用
な

こ
と
に
も
社
会
全
体
の
権
威
が
介
入
し
て
き
て
、
個
人
の
意
志
を
抑
え
つ
け
ま
し
た
。
テ
ル
パ
ン
ド
ロ

ス
が
竪
琴
に
弦
を
一
本
加
え
よ
う
と
し
て
も
、
ス
パ
ル
タ
人
の
も
と
で
は
監
督
官
か
ら
の
異
論
な
し
に

は
す
ま
な
か
っ
た
わ
け
で
す

（

５）

。
権
力
は
家
庭
内
の
最
も
親
密
な
関
係
に
さ
え
干
渉
し
ま
し
た
。
若
き
ラ

ケ
ダ
イ
モ
ン
人
は
そ
の
新
妻
を
自
由
に
訪お
と
なう
こ
と
も
で
き
ず
、
ロ
ー
マ
で
は
監
察
官

（

６）

が
家
族
の
内
部
に

ま
で
詮
索
の
目
を
光
ら
せ
て
い
ま
し
た
。
法
は
習
俗
を
縛
り
、
そ
し
て
習
俗
は
あ
ら
ゆ
る
物
事
に
関
わ

る
が
ゆ
え
に
、
法
に
縛
ら
れ
な
い
も
の
は
何
一
つ
存
在
し
な
か
っ
た
の
で
す
。

　
こ
の
よ
う
に
古
代
人
た
ち
の
あ
い
だ
で
は
、
公
共
の
事
柄
な
ら
ば
基
本
的
に
主
権
者
で
あ
る
個
人
が
、

私
的
な
関
係
に
お
い
て
は
こ
と
ご
と
く
奴
隷
と
な
っ
て
い
た
の
で
あ
り
ま
し
た
。
市
民
と
し
て
は
和
睦

か
開
戦
か
を
決
断
す
る
が
、
ひ
と
り
の
人
間
と
し
て
は
そ
の
一
挙
手
一
投
足
を
制
限
さ
れ
、
監
視
さ
れ
、

抑
圧
さ
れ
る
。
集
団
全
体
に
属
す
る
者
と
し
て
役
人
や
上
に
立
つ
者
の
尋
問
、
罷
免
、
断
罪
、
接
収
、

追
放
、
死
刑
執
行
に
あ
た
る
が
、
そ
の
自
分
が
属
す
る
集
団
の
無
際
限
の
意
志
に
基
づ
い
て
、
自
分
も

ま
た
地
位
を
剝
奪
さ
れ
、
尊
厳
を
奪
わ
れ
、
罰
せ
ら
れ
、
死
に
追
い
や
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
近
代

人
の
も
と
に
お
き
ま
し
て
は
こ
れ
と
は
ま
る
で
反
対
に
、
私
的
生
活
で
は
自
立
し
て
い
る
個
人
が
、
最

も
自
由
な
国
家
に
お
い
て
さ
え
見
せ
か
け
の
主
権
者
に
す
ぎ
ま
せ
ん
。
彼
の
主
権
に
は
制
限
が
課
さ
れ
、
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ほ
と
ん
ど
常
に
停
止
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
た
ま
に
し
か
な
い
一
定
の
期
間〔
選
挙
〕、
し
か
も
多
く

の
注
意
書
き
と
禁
止
事
項
を
付
さ
れ
た
う
え
で
こ
の
主
権
を
行
使
す
る
の
も
、
ひ
と
え
に
そ
れ
を
放
棄

す
る
た
め
に
ほ
か
な
り
ま
せ
ん
。

　
皆
さ
ん
、
こ
こ
で
い
っ
た
ん
話
を
止
め
て
あ
り
う
べ
き
反
論
に
先
に
応
え
て
お
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。

古
代
に
も
、
集
団
全
体
に
対
す
る
個
人
の
服
従
が
こ
れ
ま
で
お
話
し
し
て
き
た
ほ
ど
に
は
完
全
で
な
か

っ
た
共
和
国
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
し
て
こ
れ
こ
そ
は
最
も
名
高
き
共
和
国
だ
っ
た
の
で
す
。
も
う
お
わ

か
り
で
し
ょ
う
、
ア
テ
ナ
イ
で
す
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
の
ち
ほ
ど
、
事
の
本
質
を
確
認
し
つ
つ
そ
の

要
因
を
お
話
し
す
る
つ
も
り
で
お
り
ま
す
。
な
ぜ
古
代
の
国
家
す
べ
て
の
う
ち
で
、
ア
テ
ナ
イ
が
最
も

近
代
の
そ
れ
に
似
て
い
る
の
か
を
明
ら
か
に
し
て
い
き
ま
し
ょ
う
。
他
の
場
所
で
は
ど
こ
で
も
社
会
の

権
限
に
制
約
と
い
う
も
の
が
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
古
代
人
は
コ
ン
ド
ル
セ

（

７）

が
述
べ
た
と
お
り
、
個
人

的
権
利
と
い
う
概
念
を
そ
も
そ
も
持
っ
て
お
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
人
間
は
い
う
な
れ
ば
、
法
に
よ
っ
て

動
力
を
調
整
さ
れ
歯
車
を
回
さ
れ
る
機
械
装
置
に
す
ぎ
な
か
っ
た
の
で
す
。
こ
う
し
た
服
従
は
共
和
政

ロ
ー
マ
の
黄
金
期
に
も
顕
著
で
、
個
人
は
あ
る
意
味
国
民
に
、
市
民
は
都
市〔
国
家
〕に
飲
み
込
ま
れ
て

お
り
ま
し
た
。

　
で
は
古
代
人
と
わ
れ
わ
れ
と
を
区
別
す
る
こ
の
本
質
的
な
相
違
は
ど
こ
か
ら
く
る
の
か
、
そ
の
起
源
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に
さ
か
の
ぼ
る
こ
と
と
し
ま
し
ょ
う
。

　
古
代
の
共
和
国
は
み
な
狭
い
境
界
線
の
な
か
に
押
し
込
め
ら
れ
て
お
り
ま
し
た
。
最
も
人
口
の
多
い

も
の
、
最
も
強
力
な
も
の
、
最
も
影
響
力
の
あ
っ
た
も
の
で
も
、
そ
の
面
積
に
お
い
て
は
最
小
の
近
代

国
家
に
比
ぶ
べ
く
も
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
し
て
狭
い
領
土
の
避
け
が
た
い
帰
結
と
し
て
彼
ら
の
精
神
は
好

戦
的
に
な
り
、
い
ず
れ
の
民
も
近
隣
の
民
族
と
の
小
競
り
合
い
に
明
け
暮
れ
ま
し
た
。
対
立
は
必
然
的

で
あ
り
、
彼
ら
は
互
い
に
絶
え
間
な
く
戦い
く
さを
し
か
け
、
脅
し
あ
う
ほ
か
な
か
っ
た
の
で
す
。
征
服
者
に

な
る
こ
と
を
望
ま
ぬ
国
々
も
、
武
器
を
置
け
ば
自
ら
が
征
服
さ
れ
る
危
険
を
冒
す
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

誰
も
が
戦
い
に
よ
っ
て
安
全
と
独
立
と
生
存
そ
の
も
の
を
勝
ち
取
っ
て
い
た
わ
け
で
す
。
戦
争
は
古
代

の
自
由
な
国
家
に
と
っ
て
変
わ
ら
ぬ
関
心
事
で
あ
り
、
ほ
と
ん
ど
日
常
的
な
活
動
で
あ
り
ま
し
た
。
そ

し
て
、
こ
の
状
況
の
必
然
的
な
結
果
と
し
て
、
こ
れ
ら
の
国
家
は
み
な
奴
隷
を
保
有
し
て
お
り
ま
し
た
。

機
械
的
な
仕
事
や
、
国
に
よ
っ
て
は
職
人
仕
事
ま
で
も
が
鉄
鎖
を
は
め
ら
れ
た
手
に
任
さ
れ
て
い
た
の

で
す
。

　
近
代
の
世
界
に
は
こ
れ
と
ま
っ
た
く
正
反
対
の
光
景
が
広
が
っ
て
い
ま
す
。
ど
ん
な
小
さ
な
国
家
で

も
、
ス
パ
ル
タ
や〔
は
じ
め
の
〕五
世
紀
間
の
ロ
ー
マ
と
は
比
較
に
な
ら
な
い
く
ら
い
広
大
で
す
。
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
が
複
数
の
国
々
に
分
か
た
れ
て
い
る
の
さ
え
、
知
性
が
進
歩
を
遂
げ
た
お
か
げ
で
実
態
と
い
う
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