
i

増
補
改
訂
版
へ
の
ま
え
が
き

半
分
以
上
冗
談
の
つ
も
り
で
付
け
た
タ
イ
ト
ル
の
本
が
、
四
冊
に
も
な
っ
た
だ
け
で
な
く
、
巻
に
よ
っ
て
は
四
十
年
近
く
も
読
者
を
得

る
こ
と
が
で
き
、
さ
ら
に
、
増
補
と
改
訂
を
加
え
て
版
を
新
し
く
で
き
た
と
は
、
ま
こ
と
に
あ
り
が
た
い
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
シ
リ
ー
ズ

を
支
え
て
く
れ
た
読
者
の
み
な
さ
ん
と
、
そ
れ
を
出
し
続
け
て
く
れ
た
勁
草
書
房
に
感
謝
す
る
と
と
も
に
、
こ
の
新
版
が
新
し
い
読
者
を

迎
え
ら
れ
る
こ
と
を
心
か
ら
願
う
。

こ
の
シ
リ
ー
ズ
は
も
と
も
と
、
フ
レ
ー
ゲ
に
始
ま
る
分
析
的
伝
統
の
哲
学
の
な
か
で
発
展
さ
せ
れ
て
き
た
分
析
的
道
具
を
、
読
者
が
使

い
こ
な
せ
る
よ
う
に
な
る
こ
と
を
意
図
し
て
い
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
最
終
巻
で
あ
る
本
書
は
、
少
し
毛
色
が
ち
が
っ
た
と
感
じ
ら
れ

た
読
者
が
多
い
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
本
書
の
目
標
は
、
哲
学
の
さ
ま
ざ
ま
な
分
野
で
応
用
の
利
く
よ
う
な
分
析
的
道
具
の
紹
介
に
あ
る
と

い
う
よ
り
は
、
一
九
七
〇
年
代
よ
り
哲
学
者
と
言
語
学
者
の
共
同
に
よ
っ
て
生
ま
れ
た
「
自
然
言
語
の
形
式
意
味
論
」
と
呼
ば
れ
る
分
野

に
読
者
を
招
待
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
。

日
本
語
の
意
味
論
は
、
本
シ
リ
ー
ズ
を
終
え
て
か
ら
の
私
の
仕
事
の
中
心
の
ひ
と
つ
で
あ
っ
た
。
本
書
へ
の
「
後
記
」
と
い
う
か
た
ち

で
、
そ
の
概
要
を
紹
介
し
た
の
は
余
計
だ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
が
、
日
本
語
と
は
大
き
く
異
な
る
英
語
の
よ
う
な
言
語
を
主
な
研
究
対
象

と
し
て
作
ら
れ
た
理
論
が
、
さ
ま
ざ
ま
な
調
整
が
必
要
で
あ
る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
だ
が
、
日
本
語
に
も
適
用
で
き
る
こ
と
が
伝
わ
れ
ば
幸
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い
で
あ
る
。

こ
れ
ま
で
の
巻
の
場
合
と
同
じ
く
、
初
版
の
テ
キ
ス
ト
へ
の
変
更
は
最
小
限
に
と
ど
め
た
。
つ
ま
り
、
句
読
点
と
カ
ッ
コ
類
の
使
い
方

を
最
近
の
私
の
使
い
方
に
改
め
た
こ
と
と
、
初
版
よ
り
後
に
出
た
翻
訳
お
よ
び
文
献
へ
の
指
示
を
註
に
付
け
加
え
た
こ
と
が
、
主
で
あ
る
。

こ
う
し
た
追
加
は
、［

］
で
く
く
っ
た
。［

］
は
、
初
版
で
、
引
用
の
際
に
私
が
補
足
す
る
場
合
に
も
使
っ
て
い
た
が
、
ど
ち
ら
の
使

い
方
が
さ
れ
て
い
る
か
は
、
コ
ン
テ
キ
ス
ト
か
ら
明
瞭
だ
ろ
う
。
日
本
語
以
外
の
著
作
か
ら
の
引
用
に
際
し
て
は
、
既
存
の
訳
を
掲
げ
て

い
る
場
合
も
、
特
に
断
っ
て
い
な
い
限
り
、
私
自
身
の
翻
訳
で
あ
る
。
第
Ⅲ
巻
と
同
様
、
補
註
は
全
体
を
通
じ
て
の
番
号
で
、
表
題
も
付

け
た
。

今
回
は
新
版
で
あ
る
と
い
う
の
で
、
も
と
も
と
は
十
五
年
に
わ
た
っ
て
出
し
た
も
の
を
、
全
四
巻
あ
ま
り
間
を
置
か
ず
に
出
す
こ
と
と

な
っ
た
。
そ
う
し
て
み
て
改
め
て
強
く
思
っ
た
の
は
、
本
を
出
版
す
る
と
い
う
こ
と
の
た
い
へ
ん
さ
で
あ
る
。
し
か
も
、
こ
の
新
版
の
制

作
期
間
が
コ
ロ
ナ
の
流
行
と
重
な
っ
た
こ
と
も
あ
り
、
制
作
に
か
か
わ
っ
た
み
な
さ
ん
の
苦
労
が
思
い
や
ら
れ
る
。
な
か
で
も
、
新
版
の

提
案
か
ら
そ
の
完
結
ま
で
の
全
過
程
を
、
細
か
な
配
慮
と
と
も
に
リ
ー
ド
し
て
い
た
だ
い
た
、
勁
草
書
房
編
集
部
の
土
井
美
智
子
さ
ん
に

は
、
大
き
な
感
謝
を
捧
げ
た
い
。
こ
の
巻
の
校
正
に
関
し
て
は
、
天
本
貴
之
氏
の
手
を
わ
ず
ら
わ
せ
た
。
細
部
に
至
る
ま
で
丁
寧
に
見
て

い
た
だ
い
た
こ
と
に
心
か
ら
感
謝
す
る
。

二
〇
二
四
年
一
二
月
六
日

�

飯
田

隆
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テ
キ
ス
ト
に
依
存
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。「
男
」
を
数
え
る
の
に
ど
の
よ
う
な
分
類
辞
を
用
い
る
か
は
、「
男
」
が
発
話
さ
れ
る
コ
ン

テ
キ
ス
ト
に
よ
っ
て
変
わ
る
わ
け
で
は
な
い
の
に
対
し
て
、「
こ
れ
」
を
使
う
の
が
適
切
か
ど
う
か
は
、
そ
れ
が
発
話
さ
れ
る
コ
ン
テ
キ

ス
ト
に
よ
っ
て
変
わ
る
。

こ
の
よ
う
に
使
用
の
コ
ン
テ
キ
ス
ト
に
よ
っ
て
適
切
性
が
変
わ
る
慣
習
的
含
み
を
も
つ
と
考
え
ら
れ
る
表
現
の
、
も
う
ひ
と
つ
の
例
は
、

敬
語
で
あ
る
。
比
較
的
簡
単
な
例
と
し
て
、
丁
寧
体
と
普
通
体
と
い
う
区
別
を
取
り
上
げ
よ
う
。
つ
ぎ
は
、
益
岡
・
田
窪
『
基
礎
日
本
語

文
法
』
に
挙
が
っ
て
い
る
例
で
あ
る
（
二
一
七
頁
、
例
文
番
号
は
変
更
し
た
）。

�

天
候
が
回
復
し
た
。

�

天
候
が
回
復
し
ま
し
た
。

�
と
�
の
真
理
条
件
的
意
味
に
ま
っ
た
く
ち
が
い
が
な
い
こ
と
は
明
ら
か
だ
ろ
う
。
で
は
、
両
者
の
あ
い
だ
の
ち
が
い
は
ど
こ
に
あ
る
の

だ
ろ
う
か
。
ひ
と
つ
の
考
え
方
は
、
丁
寧
体
で
あ
る
�
に
は
、
そ
れ
が
発
話
さ
れ
る
コ
ン
テ
キ
ス
ト
C
で
、
話
し
手
は
、
聞
き
手
を
敬
っ

て
い
る
と
い
う
慣
習
的
含
み
が
伴
う）（1
（

が
、
�
に
は
、
そ
う
し
た
含
み
は
伴
っ
て
い
な
い
と
い
う
も
の
だ
ろ
う
。

敬
語
と
対
照
的
な
の
が
、
さ
ま
ざ
ま
な
差
別
的
表
現
で
あ
る
。
こ
う
し
た
表
現
が
差
別
的
で
あ
る
理
由
は
、
そ
の
真
理
条
件
的
意
味
に

よ
る
の
で
は
な
く
、
慣
習
的
含
み
の
よ
う
な
非
真
理
条
件
的
意
味
に
よ
る
と
思
わ
れ
る
。

非
真
理
条
件
的
意
味
を
扱
う
理
論
枠
組
み
は
、
慣
習
的
含
み
に
よ
る
も
の
だ
け
で
な
い
。
Ｓ
・
プ
レ
デ
ッ
リ
は
、
言
語
的
意
味
を
、
真

理
条
件
的
意
味
を
担
う
意
味
性
格
（character

）
と
、
非
真
理
条
件
的
意
味
を
担
う
バ
イ
ア
ス
（bias

）
の
二
つ
の
要
素
か
ら
成
る
と
考

え
る
こ
と
を
提
案
し
て
い
る）（1
（

。
言
語
表
現
の
バ
イ
ア
ス
と
は
、
そ
の
表
現
の
使
用
が
そ
こ
で
適
切
で
あ
る
た
め
に
コ
ン
テ
キ
ス
ト
が
満
た

す
べ
き
条
件
の
こ
と
で
あ
る
。
プ
レ
デ
ッ
リ
も
取
り
上
げ
て
い
る
幼
児
語
の
例）（1
（

が
わ
か
り
や
す
い
。「
わ
ん
わ
ん
」
と
い
う
語
は
、「
犬
」

と
同
じ
意
味
性
格
を
も
ち
、
そ
れ
ゆ
え
、
真
理
条
件
的
意
味
は
同
じ
だ
が
、「
犬
」
と
ち
が
っ
て
、
つ
ぎ
の
条
件
を
満
足
す
る
コ
ン
テ
キ
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ス
ト
C
で
の
み
適
切
に
使
用
で
き
る
と
い
う
バ
イ
ア
ス
を
も
っ
て
い
る
。

�

C
に
お
け
る
聞
き
手
は
こ
ど
も
で
あ
る
。

バ
イ
ア
ス
の
概
念
は
大
き
な
柔
軟
性
を
も
つ
ゆ
え
に
、
多
く
の
場
面
で
使
う
こ
と
が
で
き
る
。
と
く
に
興
味
深
い
の
は
、
益
岡
・
田
窪

『
基
礎
日
本
語
文
法
』
で
「
感
動
詞
」
と
い
う
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
表
現
（
六
〇
〜
六
一
頁
）
へ
の
適
用
の
可
能
性
で
あ

る
。「
も
し
も
し
」
と
か
「
さ
よ
う
な
ら
」
と
い
っ
た
表
現
の
意
味
─
─
非
真
理
条
件
的
意
味
─
─
を
形
式
化
で
き
た
ら
す
ば
ら
し
い
だ

ろ
う
。

し
か
し
、
バ
イ
ア
ス
の
概
念
だ
け
で
は
、
非
真
理
条
件
的
意
味
の
分
析
に
十
分
で
は
な
い
と
考
え
る
理
由
が
あ
る
。
分
類
辞
の
場
合
を

思
い
出
せ
ば
よ
い
。
言
語
表
現
の
バ
イ
ア
ス
と
は
、
そ
の
使
用
が
適
切
で
あ
る
よ
う
な
コ
ン
テ
キ
ス
ト
を
画
定
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
こ

で
言
う
「
コ
ン
テ
キ
ス
ト
」
と
は
、
そ
の
表
現
が
ど
ん
な
言
語
的
脈
略
に
お
か
れ
て
い
る
か
で
は
な
い
。
そ
の
表
現
の
発
話
の
状
況
に
お

け
る
、
話
し
手
、
聞
き
手
、
時
、
場
所
と
い
っ
た
要
素
、
な
ら
び
に
、
そ
の
要
素
の
あ
い
だ
の
関
係
が
コ
ン
テ
キ
ス
ト
を
構
成
す
る
。
そ

う
す
る
と
、「
人
」
と
い
う
分
類
辞
と
「
冊
」
と
い
う
分
類
辞
に
関
し
て
、
そ
の
発
話
が
適
切
で
あ
る
よ
う
な
コ
ン
テ
キ
ス
ト
の
ち
が
い

は
な
い
。
と
い
う
こ
と
は
、「
人
」
と
「
冊
」
の
あ
い
だ
に
バ
イ
ア
ス
の
ち
が
い
は
な
い
こ
と
に
な
る
。
バ
イ
ア
ス
が
非
真
理
条
件
的
意

味
の
す
べ
て
で
あ
る
な
ら
ば
、
こ
れ
は
、「
人
」
と
「
冊
」
の
あ
い
だ
に
非
真
理
条
件
的
意
味
の
ち
が
い
も
な
い
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は

容
認
で
き
な
い
帰
結
で
あ
る
。

非
真
理
条
件
的
意
味
の
満
足
の
行
く
理
論
的
枠
組
み
へ
の
探
索
は
、
ま
だ
始
ま
っ
た
ば
か
り
で
あ
る
。
慣
習
的
含
み
や
バ
イ
ア
ス
と
い

っ
た
概
念
は
、
そ
れ
単
独
で
非
真
理
条
件
的
意
味
の
全
体
を
カ
バ
ー
で
き
な
い
と
し
て
も
、
果
た
す
べ
き
役
割
を
も
つ
と
い
う
こ
と
は
、

あ
り
そ
う
な
こ
と
で
あ
る
。

ご
く
簡
単
に
見
て
き
た
よ
う
に
、
非
真
理
条
件
的
意
味
に
つ
い
て
の
理
論
的
考
察
に
と
っ
て
、
日
本
語
は
、
豊
富
な
材
料
を
提
供
す
る
。






