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増
補
改
訂
版
へ
の
ま
え
が
き

第
Ⅰ
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
。
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
。

ひ
と
つ
だ
け
述
べ
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
第
2
章
の
註
14
で
あ
る
。
そ
の
最
初
に
註
記
し
た
よ
う
に
、『
論
理
哲
学
論
考
』 

の
論
理
の
扱
い
に
つ
い
て
の
こ
の
註
の
内
容
を
、
現
在
の
私
は
誤
り
だ
と
考
え
て
い
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
註
を
そ
の
ま
ま

に
し
て
お
い
た
の
は
、
第
一
に
、
第
2
章
の
補
註
1
が
、
も
と
の
註
を
訂
正
す
る
形
に
な
っ
て
い
る
た
め
で
あ
り
、
第
二
に
、
そ
れ
に
私

が
従
っ
た
の
は
誤
り
で
あ
っ
た
に
せ
よ
、『
論
理
哲
学
論
考
』
の
論
理
観
が
単
純
な
誤
り
に
基
づ
い
て
い
る
か
も
し
れ
な
い

★

―
―

★

実
際
に

は
そ
う
で
な
か
っ
た
こ
と
が
現
在
で
は
わ
か
っ
て
い
る
が

★

―
―

★

と
い
う
フ
ォ
グ
リ
ン
の
指
摘
は
、
こ
の
書
物
を
神
聖
不
可
侵
と
み
な
す
傾

向
へ
の
抗
議
と
し
て
、
い
ま
で
も
意
義
を
も
っ
て
い
る
と
思
う
か
ら
で
あ
る
。

本
書
の
初
版
（
一
九
八
九
年
）
を
出
し
た
あ
と
ま
も
な
く
私
は
、
ク
ワ
イ
ン
の
『
論
理
的
観
点
か
ら
』
の
新
し
い
訳
（
一
九
九
二
年
）

と
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
に
つ
い
て
の
概
説
書
『
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン 
言
語
の
限
界
』（
一
九
九
七
年
）
を
出
し
た
。
こ
の
二
冊

は
、
言
っ
て
み
れ
ば
、
本
書
の
副
産
物
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
さ
い
わ
い
現
在
ま
だ
ど
ち
ら
も
手
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
は
ず
な
の
で
、
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註
等
で
新
し
く
補
足
し
た
箇
所
で
参
照
を
求
め
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
初
版
で
の
岩
波
書
店
版
の
ク
ワ
イ
ン
へ
の
参
照
は
、
ま
だ
手
に

入
る
拙
訳
に
差
し
替
え
さ
せ
て
も
ら
っ
た
。

こ
の
巻
に
関
し
て
も
、
勁
草
書
房
編
集
部
の
土
井
美
智
子
さ
ん
に
す
っ
か
り
お
世
話
に
な
っ
た
。
コ
ロ
ナ
の
流
行
が
ま
だ
収
ま
ら
な
い

な
か
、
細
か
な
配
慮
を
し
て
い
た
だ
い
た
だ
け
で
な
く
、
遠
隔
の
地
か
ら
の
私
の
注
文
に
も
こ
た
え
て
い
た
だ
け
た
こ
と
は
本
当
に
あ
り

が
た
か
っ
た
。
ま
た
、
校
正
に
際
し
て
は
、
高
取
正
大
氏
の
手
を
わ
ず
ら
わ
せ
た
。
校
正
上
の
問
題
点
だ
け
で
な
く
、
内
容
に
関
す
る
こ

と
ま
で
丁
寧
に
見
て
頂
い
て
感
謝
す
る
。

『
言
語
哲
学
大
全
』
全
四
巻
の
増
補
改
訂
も
こ
れ
で
、
巻
数
で
言
え
ば
半
分
終
わ
っ
た
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
シ
リ
ー

ズ
は
、
巻
を
追
う
ご
と
に
厚
く
な
っ
て
行
っ
た
の
で
、
頁
数
か
ら
言
え
ば
、
半
分
に
は
ま
だ
ま
だ
届
か
な
い
。
無
事
に
ゴ
ー
ル
ま
で
た
ど

り
着
き
た
い
も
の
で
あ
る
。

　
　
　
　

二
〇
二
三
年
四
月
二
四
日
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2　

論
理
実
証
主
義
と
経
験
主
義

「
経
験
主
義
の
ふ
た
つ
の
ド
グ
マ
」
は
、
論
理
実
証
主
義
の
そ
の
後
の
評
価
に
お
い
て
決
定
的
な
役
割
を
果
た
し
た
。
な
か
で
も
大
き

い
の
は
、「
ド
グ
マ
な
き
経
験
主
義
」
の
前
に
来
た
も
の
と
し
て
、
論
理
実
証
主
義
が
経
験
主
義
の
系
譜
に
属
す
る
と
い
う
見
方
を
定
着

さ
せ
た
こ
と
で
あ
る
。
論
理
実
証
主
義
が
経
験
主
義
の
一
形
態
で
あ
る
と
い
う
理
解
を
広
め
た
こ
と
に
は
、
も
ち
ろ
ん
、
論
理
実
証
主
義

者
自
身
に
も
大
き
な
責
任
が
あ
る
こ
と
は
疑
い
な
い
。
か
れ
ら
は
自
分
た
ち
の
立
場
を
「
論
理
実
証
主
義
」
と
か
「
論
理
経
験
主
義
」
と

呼
ん
だ
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
名
称
は
ど
れ
も
、
か
れ
ら
の
運
動
の
歴
史
の
な
か
で
は
比
較
的
遅
い
時
期
に
初
め
て
出
て
き

た
と
い
う
。
実
際
、
本
書
1
・
1
節
（
四
一
頁
）
で
触
れ
た
、
か
れ
ら
の
運
動
の
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
（
一
九
二
九
年
）
で
、
か
れ
ら
は
自
分

た
ち
の
立
場
を
「
科
学
的
世
界
把
握W

issenschaftliche W
eltauffassung

」
と
し
か
呼
ん
で
い
な

）
（1
（

い
。
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「
論
理
実
証
主
義
」
や
「
論
理
経
験
主
義
」
と
い
っ
た
名
称
に
よ
っ
て
隠
さ
れ
て
し
ま
っ
た
の
は
、
か
れ
ら
の
運
動
の
革
命
的
性
格
で

あ
る
。
か
れ
ら
は
、
実
証
主
義
や
経
験
主
義
と
い
っ
た
哲
学
の
な
か
の
一
流
派
を
引
き
継
ぎ
、
そ
れ
を
新
し
い
段
階
に
進
ま
せ
よ
う
と
し

た
の
で
は
決
し
て
な
い
。
か
れ
ら
は
端
的
に
言
っ
て
、
こ
れ
ま
で
の
哲
学
を
、
別
の
何
か
に
代
え
よ
う
と
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、

た
と
え
ば
、
マ
ル
ク
ス
が
、
哲
学
を
か
れ
の
経
済
学
的
探
究
に
基
づ
く
別
の
も
の
に
代
え
よ
う
と
し
た
り
、
一
部
の
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
が
、

哲
学
が
本
質
的
に
家
父
長
的
な
も
の
で
あ
る
と
し
て
、
哲
学
を
廃
止
し
て
そ
の
代
わ
り
と
な
る
分
野
を
建
設
し
よ
う
と
し
た
の
に
似
て
い

る
。「
形
而
上
学
の
追
放
」
と
い
う
、
か
れ
ら
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
は
、
形
而
上
学
抜
き
の
哲
学
を
作
ろ
う
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
形
而
上

学
的
な
も
の
で
し
か
あ
り
え
な
い
哲
学
を
廃
棄
し
よ
う
と
い
う
呼
び
か
け
に
ほ
か
な
ら
な
い
。『
論
理
哲
学
論
考
』
に
か
れ
ら
が
自
分
た

ち
と
同
じ
思
想
を
見
い
だ
し
た
と
思
っ
た
の
は
、
そ
こ
に
実
証
主
義
者
や
経
験
主
義
者
が
い
る
と
思
っ
た
か
ら
で
は
な
い
。
む
し
ろ
そ
れ

は
、「
哲
学
的
事
柄
に
つ
い
て
こ
れ
ま
で
書
か
れ
て
き
た
命
題
や
問
い
の
大
部
分
は
、
偽
な
の
で
は
な
く
、
無
意
味
な
の
で
あ
る
」（
四
・

〇
〇
三
）
と
い
う
、
哲
学
へ
の
全
面
的
否
定
の
ゆ
え
で
あ

）
（（
（

る
。

こ
の
こ
と
は
、
論
理
実
証
主
義
者
の
な
か
で
も
保
守
的
と
み
な
さ
れ
て
い
た
シ
ュ
リ
ッ
ク
が
、
論
理
実
証
主
義
の
機
関
紙
と
も
言
う
べ

き
『
認
識E

rkenntnis

』
の
創
刊
号
の
た
め
に
書
い
た
論
文
「
哲
学
の
転
回
点
」（
一
九
三

）
（1
（

〇
）
か
ら
も
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
こ
で

か
れ
は
、「
哲
学
」
と
い
う
名
称
を
返
上
す
る
こ
と
こ
そ
し
な
い
が
、
過
去
の
哲
学
の
な
か
の
何
ひ
と
つ
に
つ
い
て
も
肯
定
す
る
よ
う
な

こ
と
は
言
っ
て
い
な
い
。「
実
証
主
義
」
も
「
経
験
主
義
」
も
、
こ
こ
に
は
ま
っ
た
く
出
て
こ
な
い
。
論
理
実
証
主
義
者
の
多
く
は
、
新

カ
ン
ト
派
か
ら
出
発
し
た
の
で
あ
っ
て
、
実
証
主
義
か
ら
も
経
験
主
義
か
ら
も
、
と
く
に
大
き
な
影
響
を
受
け
た
よ
う
に
は
み
え
な
い
。

シ
ュ
リ
ッ
ク
が
、「
哲
学
の
転
回
点
」
で
挙
げ
て
い
る
の
は
、
フ
レ
ー
ゲ
と
ラ
ッ
セ
ル
の
論
理
学
で
あ
り
、
そ
れ
に
も
ま
し
て
、
ウ
ィ
ト

ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
論
理
観
で
あ
る
。

「
科
学
的
世
界
把
握
」
の
支
持
者
た
ち
が
、「
論
理
実
証
主
義
」
あ
る
い
は
「
論
理
経
験
主
義
」
を
自
分
た
ち
の
立
場
の
呼
称
と
し
て
認

め
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
主
に
運
動
の
国
際
化
が
き
っ
か
け
だ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
ア
メ
リ
カ
に
移
っ
た
カ
ル
ナ
ッ
プ
が
、
英
語
で
書

い
た
論
文
「
テ
ス
ト
可
能
性
と
意
味
」（
一
九
三
六
）
中
の
ひ
と
つ
の
註
で
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
の
が
示
唆
的
で
あ

）
（1
（

る
。
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し
か
し
、
わ
れ
わ
れ
の
運
動
は
い
ま
や
、
関
連
す
る
見
解
を
も
つ
他
の
国
々
の
グ
ル
ー
プ
も
含
む
よ
う
な
、
も
っ
と
一
般
的
な
名
称

を
必
要
と
し
て
い
る
。
た
ぶ
ん
、（
モ
リ
ス
の
提
案
に
な
る
）「
科
学
的
経
験
主
義
」
が
適
切
だ
ろ
う
。

カ
ル
ナ
ッ
プ
を
始
め
と
す
る
論
理
実
証
主
義
者
の
多
く
が
、
ア
メ
リ
カ
に
移
り
各
地
の
大
学
の
哲
学
科
に
ポ
ス
ト
を
得
る
と
と
も
に
、

論
理
実
証
主
義
の
運
動
と
し
て
の
側
面
は
薄
ま
り
、
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
な
哲
学
の
な
か
で
大
き
な
影
響
力
を
振
る
う
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
の

際
、
自
ら
の
主
張
を
英
語
圏
で
の
経
験
主
義
の
系
譜
の
な
か
に
位
置
づ
け
る
こ
と
は
、
い
ろ
い
ろ
な
点
で
有
利
と
な
っ
た
だ
ろ
う
と
い
う

こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。
第
一
に
、
そ
れ
は
自
分
た
ち
の
立
場
を
、
相
手
に
も
な
じ
み
の
あ
る
哲
学
の
枠
組
み
か
ら
理
解
す
る
助
け
と

な
っ
た
だ
ろ
う
。
第
二
に
、
そ
う
す
る
こ
と
で
、
論
理
実
証
主
義
が
、
哲
学
の
歴
史
的
展
開
の
な
か
の
必
然
的
段
階
で
あ
る
と
い
う
ス
ト

ー
リ
ー
を
紡
ぐ
こ
と
が
可
能
と
な
っ
た
。
形
而
上
学
の
排
斥
、
命
題
の
意
味
は
そ
れ
が
経
験
に
お
い
て
ど
う
検
証
さ
れ
る
か
に
よ
っ
て
与

え
ら
れ
る
と
す
る
検
証
原
理
、
論
理
と
数
学
は
言
語
的
規
約
に
由
来
す
る
と
す
る
規
約
主
義
、
有
意
味
な
命
題
が
す
べ
て
経
験
に
お
け
る

検
証
を
必
要
と
す
る
な
ら
ば
、
異
な
る
科
学
の
あ
い
だ
に
根
本
的
な
違
い
は
な
い
と
す
る
統
一
科
学
の
理
念
、
こ
れ
ら
す
べ
て
が
、
経
験

主
義
の
自
然
な
発
展
の
な
か
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
た
し
か
に
、
よ
く
で
き
た
ス
ト
ー
リ
ー
で
あ
る
。
だ
が
、
よ
く

で
き
す
ぎ
て
い
る
の
も
事
実
で
あ

）
（1
（

る
。

現
実
の
歴
史
が
も
つ
複
雑
さ
よ
り
も
、
そ
れ
を
材
料
に
作
り
上
げ
ら
れ
た
ス
ト
ー
リ
ー
の
方
が
、
そ
の
歴
史
を
担
っ
た
当
事
者
に
と
っ

て
さ
え
、
真
実
と
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
ま
し
て
や
、
そ
れ
が
「
経
験
主
義
の
ふ
た
つ
の
ド
グ
マ
」
の
よ
う
に
、
半
世
紀
以
上
に
わ
た
っ

て
読
み
継
が
れ
て
き
た
「
古
典
」
に
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
な
ら
ば
、
疑
い
よ
う
の
な
い
真
実
と
み
な
さ
れ
る
こ
と
に
不
思
議
は
な
い
。




