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『
閲
情
偶
寄
』
考

（三）

岡

日青

夫

お
よ
ぴ
女
性
美
論
（
声
容
部
）
カf

い
ず
れ
も
こ
く
普
通
の
意
味
で
の

ま
じ
め
真
当
な
る
論
議
で
は
な
い
こ
と
、

『
開
情
偶
寄
』
全
八
部
の
う
ち
、
戯
曲
論
（
詞
曲
部
・
演
習
部
）

と
り
わ
け
前
者
よ
り
も
後
者
の
方
に
お
い
て
、

ま
さ
に
グ
異
人
。
李
笠
翁
な
ら
で
は
の
他
に
比
類

な
い
グ
遊
戯
の
筆
。
の
あ
や
つ
り
が
、
よ
り
い
っ
そ
う
顕
著
濃
厚
に
な
っ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
述
べ
て
き
た
通
り
で
あ
る
。

り
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。

続
く
居
室
部
・
器
玩
部
・
飲
僕
部
・
種
植
部
・
願
養
部
の
残
り
五
部
に
つ
い
て
み
て
も
、
そ
の
点
や
は
り
全
く
同
様
で
、
基
本
的
に
何
ら
変

そ
れ
は
要
す
る
に
、
は
な
は
だ
得
手
勝
手
な
文
辞
の

笠
翁
の
庁
戯
れ
文
。
に
お
け
る
手
の
う
ち
手
法
に
つ
い
て
繰
り
返
し
ニ
z
pつ
な
ら
ば
、

ど
う
か
、

も
て
あ
そ
び
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
言
っ
て
い
る
内
容
や
言
わ
ん
と
す
る
と
こ
ろ
が
、
客
観
的
に
正
し
く
て
然
る
べ
き
拠
り
所
が
あ
る
か

こ
れ
ま
た
一
切
か
ま
わ
ず
意
に

そ
ん
な
事
は
て
ん
か
ら
知
っ
た
こ
と
で
は
な
い
し
、
相
手
が
そ
れ
で
納
得
し
よ
う
が
し
ま
い
が
、
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も
介
き
な
い
。

た
だ
ひ
た
す
ら
理
窟
論
理
を
自
分
の
つ
ご
う
の
い
い
方
向
へ
の
み
運
用
展
開
き
せ
て
い
っ
て
、
次
か
ら
次
へ
と
強
引
に
断
言

を
つ
み
重
ね
、
言
い
廻
り
し
ゃ
べ
り
捲
く
る
。
そ
れ
は
思
う
が
ま
ま
に
文
を
舞
わ
せ
て
み
せ
る
も
の
、
す
な
わ
ち
グ
舞
文
。
な
の
だ
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。

『
開
情
偶
寄
』
は
本
来
デ
ィ
レ
ッ
タ
ン
ト
で
あ
り
エ
ピ
キ
ュ
リ
ア
ン
で
あ
る
筆
者
李
笠
翁
が
、
そ
の
エ
キ
セ
ン
ト
リ
ッ
ク
な
自
由
な
お
し

ゃ
べ
り
を
聞
か
せ
よ
う
と
す
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
本
格
的
ド
ラ
マ
ト
ゥ
ル
ギ
！
と
し
て
高
く
評
価
さ
れ
て
い
る
詞
曲
演
習
部
に
し
て
も
、

や
は
り
そ
う
い
う
性
格
を
帯
び
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
述
べ
た
。

だ
い
た
い
笠
翁
の
戯
曲
は
、
在
来
の
詞
曲
中
心
で
筋
の
展
開
に
は
あ
ま
り
関
心
を
注
が
な
い
伝
統
的
戯
曲
と
は
明
ら
か
に
一
線
を
画
す
も

の
で
あ
っ
た
。
シ
カ
ケ
趣
向
を
中
心
に
し
て
筋
を
ど
う
展
開
さ
せ
る
か
、
そ
の
場
面
を
い
か
に
グ
面
白
く
。
見
せ
る
か
と
い
う
と
こ
ろ
に
彼

は
力
を
注
い
だ
の
で
あ
る
。
「
新
な
る
者
は
、
天
下
事
物
の
美
称
な
り
」
「
新
は
即
ち
奇
の
別
名
な
り
」
（
詞
曲
部
・
脱
案
旧
）
と
言
う
よ
う
に
、

意
表
を
つ
く
筋
の
展
開
、
目
を
奪
う
場
面
の
提
供
と
い
っ
た
と
こ
ろ
に
、
彼
の
戯
曲
の
最
大
特
色
が
あ
り
、
狙
い
と
す
る
汐
新
奇
。
が
あ
っ

た
。
そ
の
戯
曲
論
も
従
っ
て
、
こ
の
国
に
伝
統
的
な
戯
曲
を
含
め
て
の
総
体
的
戯
曲
論
で
は
な
く
て
、
笠
翁
自
身
の
独
特
の
戯
曲
作
法
を
述

べ
た
も
の
だ
と
言
っ
て
よ
か
ろ
う
。
要
す
る
に
こ
こ
で
な
ら
、
他
の
誰
も
そ
う
い
う
問
題
に
つ
い
て
の
理
解
認
識
を
も
っ
て
い
な
い
の
だ
か

ら
、
彼
は
い
わ
ば
グ
何
で
も
言
え
る
。
の
で
あ
る
。

だ
か
ら
そ
こ
に
お
け
る
彼
の
論
の
展
開
は
極
め
て
自
由
閲
達
で
、
自
画
自
讃
も
や
れ
ば

時
に
は
ま
や
か
し
・
こ
け
お
ど
し
の
論
議
だ
っ
て
ま
ぎ
れ
込
ま
せ
た
り
も
す
る
わ
け
で
あ
る
。

声
容
部
に
つ
い
て
も
、
同
様
の
こ
と
が
言
え
よ
う
。
女
性
に
つ
い
て
論
じ
た
な
ど
と
い
う
人
は
、

か
つ
て
一
人
も
い
な
か
っ
た
し
、

そ
の

品
定
め
（
選
姿
第
こ
を
初
め
と
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
細
部
に
わ
た
る
事
柄
に
つ
い
て
は
、
筆
に
す
る
と
い
う
こ
と
は
あ
り
得
な
か
っ
た
。
あ
え

て
こ
れ
を
論
ず
る
と
す
れ
ば
、
彼
が
追
随
を
許
き
ぬ
第
一
人
者
と
な
る
の
は
当
然
で
、
戯
曲
論
以
上
に
思
う
が
ま
ま
の
論
議
が
展
開
で
き
た



の
で
あ
っ
た
。

続
く
グ
家
屋
イ
ン
テ
リ
ア
論
。
と
も
言
う
べ
き
、
居
室
器
玩
二
部
に
つ
い
て
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
内
容
と
す
る
事
柄
は
、日
常

生
活
上
誰
し
も
が
接
し
た
り
使
用
し
て
い
て
そ
れ
に
対
す
る
認
識
を
も
っ
て
い
る
た
め
に
、
彼
が
披
漉
し
て
み
せ
る
か
見
解
。
も
こ
れ
ま
で

の
場
合
の
よ
う
に
強
力
な
独
自
性
を
強
調
す
る
こ
と
は
出
来
に
く
く
な
る
。
そ
こ
で
笠
翁
が
考
え
た
の
は
、
そ
れ
ら
に
対
し
て
は
何
か
ち
ょ

っ
と
し
た
目
新
し
い
ア
イ
デ
ィ
ア
な
り
思
い
つ
き
を
附
与
し
て
主
軸
と
成
し
、
そ
れ
を
い
か
に
も
車
絶
し
た
素
晴
ら
し
い
発
案
で
あ
る
か
の

知
く
に
最
大
限
に
誇
張
拡
大
し
、
目
い
っ
ぱ
い
ご
大
層
に
ぶ
ち
上
げ
豪
語
し
て
、
文
を
舞
わ
せ
て
み
せ
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
の
ち
ょ
っ
と

し
た
目
新
し
い
ア
イ
デ
ィ
ア
や
ら
思
い
つ
き
、
そ
れ
が
す
な
わ
ち
笠
翁
に
と
っ
て
の
汐
新
奇
。
で
あ
り
、
あ
た
か
も
戯
曲
の
な
か
の

y
ン
カ

ケ
趣
向
。
に
も
相
当
す
る
も
の
だ
っ
た
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。

面
聴
」
（
居
室
・
取
景
在
借
）
は
一
見
た
し
か
に
目
新
し
い
の
で
、
笠
翁
が
得
意
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
だ
か
ら
こ
そ
本
書
の
中
で
こ
の
絵

そ
う
し
た
さ
ま
ざ
ま
な
趣
向
ア
イ
デ
ィ
ア
の
な
か
で
も
、
例
え
ば
舟
の
左
右
に
扇
面
型
に
く
り
抜
い
た
窓
を
設
え
る
と
い
う
「
湖
航
式
扇

図
が
殊
更
に
最
も
大
き
く
掲
載
さ
れ
て
い
る
わ
け
だ
。

－p

－
ず
－

J

今
J
9
J
1
1
、

こ
こ
で
の
論
の
展
開
の
仕
方
は
ど
う
か
と
言
え
ば
、
や
は
り
御
多
分
に
も

れ
ず
、
彼
独
自
の
誇
張
や
ら
は
っ
た
り
・
言
い
く
る
め
、
ま
た
さ
ま
ざ
ま
な
捻
り
な
ど
多
彩
な
レ
ト
リ
ッ
クH
ア
ヤ
が
駆
使
さ
れ
て
い
て
、

部
分
的
の
み
な
ら
ず
、
項
全
体
の
文
章
が
グ
舞
文
。
仕
立
て
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
を
ぜ
ひ
と
も
読
み
取
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。

そ
も
そ
も
笠
翁
の
グ
一
家
言
。
は
仔
細
に
見
る
な
ら
ば
、
車
見
や
独
特
な
見
解
で
あ
っ
た
り
す
る
も
の
が
も
ち
ろ
ん
あ
る
け
れ
ど
も
、
卓

見
や
独
特
の
見
解
と
見
せ
か
け
て
お
い
て
、
実
は
彼
自
身
が
行
な
っ
て
い
る
こ
と
が
そ
れ
と
違
背
し
て
い
た
り
、
実
際
に
は
あ
り
得
な
い
こ

と
だ
っ
た
り
す
る
も
の
が
往
々
に
し
て
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
す
で
に
戯
曲
論
や
女
性
美
論
の
と
こ
ろ
で
も
指
摘
し
た
通
り
で
あ
る
。
す
べ

て
の
論
が
胡
散
臭
か
っ
た
な
ら
ば
、
イ
ン
チ
キ
に
な
っ
て
し
ま
う
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
卓
見
が
事
実
あ
っ
た
り
、
あ
り
得
な
い
よ
う
な
こ
と



を
あ
る
か
の
如
く
に
言
い
く
る
め
た
り
す
る
か
ら

こ
れ
が
グ
一
家
言
。
と
し
て
の
体
を
成
す
の
で
あ
る
。
と
同
時
に
、
そ
の
言
い
く
る
め

方
に
彼
の
独
特
の
論
法
が
あ
っ
た
り
し
て
、
そ
れ
を
面
白
い
と
か
可
笑
し
い
と
感
じ
き
せ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
文
章
上
に
お
け
る
一

つ
の
技
法
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
を
も
し
も
大
マ
ジ
メ
に
や
る
だ
け
な
ら
ば
、
愛
矯
も
何
も
な
く
て
、
単
な
る
マ
ヤ
カ
シ
の
文
章
に
な
っ
て
し

宇
品
、
っ
。と
こ
ろ
が
笠
翁
の
場
合
に
は
、
論
の
展
開
の
仕
方
や
4
P

自
体
に
可
笑
し
さ
と
い
う
も
の
が
あ
る
と
こ
ろ
に
、
マ
ヤ
カ
シ
か
ら
の

救
い
が
あ
り
、
脱
出
が
あ
る
。

つ
ま
り
グ
舞
文
。
で
あ
っ
て
、
文
を
舞
わ
し
踊
ら
せ
て
見
せ
て
い
る
と
こ
ろ
に
、
誰
し
も
真
似
る
こ
と
の
で

き
な
い
彼
独
自
の
ぷ
去
。
が
あ
る
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
彼
の
文
章
に
面
白
き
ゃ
可
笑
し
さ
が
認
め
ら
れ
る
と
言
う
の
は
、
何

も
そ
の
文
章
が
笑
話
的
な
可
笑
し
さ
を
持
っ
て
い
る
と
い
う
の
で
は
な
い
。
一
見
し
て
車
見
な
り
独
自
の
論
と
も
見
え
る
も
の
が
、
実
は
そ

の
論
法
に
き
ま
、
ざ
ま
な
捻
り
が
利
か
し
て
あ
っ
て
、ま
っ
す
ぐ
ス
ト
レ
ー
ト
の
車
見
や
独
自
性
と
は
違
っ
た
も
の
だ
と
い
う
と
こ
ろ
に
、
面

白
き
可
笑
し
さ
と
い
っ
た
も
の
が
あ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
捻
り
が
す
な
わ
ち
文
を
舞
わ
す
と
い
う
こ
と
な
の
だ
。

そ
し
て
そ
こ
の
と
こ
ろ
を
読
み
取
る
に
つ
い
て
は
、
単
に
そ
の
文
章
を
読
解
す
れ
ば
事
が
済
む
と
い
う
も
の
で
は
な
い
。
一
口
に
文
章
と

は
言
、
ぇ
、そ
の
性
格
に
は
各
種
各
様
あ
っ
て
、
ご
く
普
通
に
真
正
面
か
ら
論
じ
て
い
る
文
章
も
あ
れ
ば
、
微
妙
な
文
の
ア
ヤ
で
読
ま
せ
る
も

の
だ
っ
て
あ
る
。

だ
か
ら
後
者
の
よ
う
な
性
格
の
文
章
を
、
前
者
と
全
く
同
じ
読
解
法
で
読
む
と
す
る
な
ら
ば
、

」
れ
は
と
ん
だ

J
抗
み
違

、
ぇ
。
だ
と
い
う
こ
と
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
。

そ
し
て
そ
の
胡
散
臭
き

こ
そ
が
面
白
き
だ
と
す
る
の
は
、
右
に
述
べ
た
如
き
そ
う
し
た
グ
文
の
ア
ヤ
。
を
自
家
薬
龍
中
の
も
の
と
し
て
縦
横
自
在
に
操
っ
て
遊
ん
で

私
が
し
ば
し
ば
笠
翁
を
指
し
て
一
筋
縄
で
は
ゆ
か
ぬ
曲
者
と
言
い
、

そ
の
文
章
を
甚
だ
も
っ
て
胡
散
臭
い
も
の
、

み
せ
る
、
卓
絶
し
た
グ
能
手
異
才
。
で
あ
る
か
ら
な
の
で
あ
る
。



居
室
部
・
器
玩
部
中
そ
の
最
も
汐
目
玉
的
売
り
物
。
と
も
い
う
べ
き
舟
に
と
り
つ
け
た
扇
面
型
窓
の
ア
イ
デ
ィ
ア
、

」
れ
に
つ
い
て
も
や

は
り
同
様
の
観
点
か
ら
文
の
y
ン
カ
ケ
趣
向
。
を
見
て
ゆ
か
ね
ば
な
ら
ぬ
で
あ
ろ
う
。
ま
ず
こ
こ
で
の
冒
頭
部
は
次
の
よ
う
に
始
ま
る
。

窓
を
開
る
は
景
を
借
る
よ
り
妙
な
る
は
莫
し
、
而
し
て
景
を
借
る
の
法
は
、
予
れ
能
く
そ
の
三
味
を
得
た
り
。
向
に
は
猶
ほ
之
を
私
す

お
ほ

る
も
、
乃
ち
噌
姉
の
者
衆
く
、
将
来
必
ず
依
様
の
萌
宜
（
人
ま
ね
す
る
者
）
多
け
れ
ば
、
若
か
ず
、
之
を
海
内
に
公
に
し
て
、
物
々
を
し

て
尽
く
そ
の
霊
を
殺
し
、
人
々
均
く
そ
の
楽
し
み
有
ら
し
む
る
に
は
。
但
だ
得
意
酎
歌
の
頃
に
、
高
く
笠
翁
を
叫
ぶ
こ
と
数
声
、
夢
魂

を
し
て
以
て
相
ひ
倍
る
を
得
せ
し
め
ん
こ
と
を
期
す
る
の
み
。
是
れ
人
楽
し
み
て
我
も
亦
与
る
薦
、
願
ひ
と
属
し
て
足
れ
り
失
。

こ
の
暁
々
た
る
笠
翁
節
ラ
ッ
パ
の
フ
ァ
ン
フ
ァ
ー
レ
を
聞
き
取
る
耳
が
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
続
い
て
は
こ
の
窓
の
作
り
方
を
説
い
て
の
ち
、

こ
こ
を
通
し
て
眺
め
ら
れ
る
両
岸
の
風
景
の
素
晴
し
さ
と
、
往
き
交
う
人
々
の
多
様
な
る
こ
と
、
ま
た
一
時
も
同
じ
か
ら
ず
刻
々
変
相
す
る

模
様
の
面
白
き
に
つ
い
て
つ
ぶ
さ
に
具
体
的
に
描
写
し
て
、
こ
れ
ら
が
「
総
て
便
面
を
以
て
之
を
収
む
」
と
言
う
。
「
而
も
便
面
の
制
は
、又

絶
へ
て
多
き
費
へ
無
し
：
：
：
」
と
し
て
、
「
世
に
金
銭
を
尽
し
、
新
異
を
為
す
を
求
む
る
者
あ
る
も
、そ
れ
能
く
か
く
の
若
き
乎
？
」
と
、
、，

、ーー

の
世
に
こ
れ
以
上
の
も
の
は
な
い
と
い
う
、
目
い
っ
ぱ
い
の
大
威
張
り
で
あ
る
。

し
か
も
こ
の
窓
は
、
外
に
い
る
人
々
が
逆
に
舟
の
中
の
様
子
を
眺
め
て
も
、

」
れ
ま
た
い
か
に
素
晴
ら
し
い
扇
面
型
の
か
画
図
。
で
あ
る

か
、
言
を
尽
し
て
刻
明
に
述
べ
立
て
る
。
｜
｜
そ
れ
ら
の
詳
細
な
言
述
は
、
も
は
や
筆
者
笠
翁
の
脳
裡
に
描
か
れ
る
と
こ
ろ
の
空
想
リ
絵
空

事
に
よ
る
形
象
で
あ
る
こ
と
を
思
わ
せ
る

果
し
て
後
に
は
そ
れ
が
明
ら
か
と
な
る
）
。

笠
翁
は
、
虚
と
実
と
を
絢
い
交
ぜ
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
描
き
出
さ
れ
る
面
白
い
境
地
を
指
し
て
「
幻
境
の
妙
」
と
言
い
、
こ
の
書
物
の



(1
) 

目
指
す
開
情
三
昧
の
境
地
が
そ
こ
に
こ
そ
あ
る
と
し
た
。
そ
れ
は
、
虚
と
実
と
の
聞
の
見
境
い
が
つ
か
ぬ
よ
う
に
紛
ら
す
こ
と
に
他
な
ら
な

い
。
彼
は
ま
た
「
事
、
虚
よ
り
も
妙
な
ら
ざ
る
は
無
し
、
実
な
れ
ば
則
ち
板
な
り
失
（
居
室
部
・
虚
白
匿
）
」
と
も
言
っ
て
い
る
。
実
の
世
界
は

板
（
平
板
、
あ
り
き
た
り
）
で
あ
っ
て
、
些
一
か
の
グ
妙
。
も
な
い
。
彼
は
何
事
に
よ
ら
ず
あ
り
き
た
り
で
あ
る
こ
と
を
嫌
っ
た
の
で
あ
り
、
虚

、
つ
浮
、
毒
品
目
ヲ
』
〉
』

で
あ
っ
て
こ
そ
汐
妙
H

な
の
だ
と
す
る
が
、
し
か
し
虚
そ
の
も
の
は
ウ
ソ
で
あ
る
。
そ
こ
で
虚
を
実
ら
し
く
見
せ
か
け
て
巧
み
に
文
を
舞
わ

し
て
み
せ
る
。
そ
れ
が
文
の
ア
ヤ
で
あ
り
、

そ
の
ア
ヤ
に
よ
っ
て
生
ず
る
境
地
が
、
す
な
わ
ち
「
幻
境
の
妙
」
な
の
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
の

笠
翁
の
狙
い
所
も
そ
こ
に
あ
っ
た
。
か
た
ち
つ
く

右
の
文
章
に
続
け
て
、
「
世
人
象
を
物
に
取
り
て
門
を
為
り
窓
を
為
る
者
、
凡
そ
幾
か
を
知
ら
ず
。
独
り
此
の
眼
前
共
に
見
る
物
の
み
を
留

な
ん

め
、
棄
て
て
取
ら
ず
、
以
て
笠
翁
を
侯
つ
は
、
車
ぞ
昭
明
た
る
怪
事
に
非
ず
や
？
」
と
、
倣
然
胸
を
張
っ
て
み
せ
た
後
に
こ
う
続
け
る
｜
｜

此
の
一
舟
を
塀
る
能
は
ず
、
寛
に
欠
事
と
成
れ
り
。
：
：
：
此
の
願
ひ
延
々
と
し
て
、
其
れ
何
ぞ
能
く
遂

恨
む
所
は
心
あ
る
も
力
無
く
、

げ
ん
？

無
多
費
：
：
：
」
と
も
言
っ
て
お
き
な
が
ら
、
実
は
こ
れ
が
ア
イ
デ
ィ
ア
倒
れ
だ
っ
た
と
い
う
オ
チ
に
な
り
、

筆
を
起
し
て
よ
り
以
降
、
き
も
さ
も
実
の
如
く
に
見
せ
か
け
て
最
大
限
度
ご
大
層
に
ぶ
っ
ち
ゃ
べ
く
り
、
し
か
も
こ
れ
を
造
る
の
に
は
「
絶

い
と
も
あ
っ
さ
り
は
ぐ
ら
か
し

て
み
せ
る
。
こ
れ
は
論
を
展
開
し
て
い
く
上
で
の
捻
り
で
あ
る
と
同
時
に
、
巧
み
に
仕
掛
け
ら
れ
た
グ
戯
れ
。
な
の
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

つ
ま
り
先
程
の
、
あ
の
手
に
取
る
よ
う
に
描
写
し
て
み
せ
た
「
百
千
万
幅
」

の
「
天
然
図
画
」
は
、
笠
翁
が
虚
（
空
想
・
絵
空
事
）
を
も
っ
て

実
（
現
実
）
の
如
く
に
見
せ
か
け
た
文
章
上
の
ア
ヤ
｜
｜
幻
境
の
妙
ー
ー
で
あ
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
と
な
る
。
冒
頭
部
の
か
の
高
ら
か
な
る
フ

ァ
ン
フ
ァ
ー
レ
が
、
実
は
こ
け
お
ど
し
の
虚
声
だ
っ
た
と
い
う
グ
捻
り
ヘ
こ
れ
が
文
を
舞
わ
せ
て
み
せ
る
と
い
う
こ
と
の
一
つ
の
例
な
の
だ

と
言
っ
て
よ
か
ろ
う
。



右
の
「
湖
航
式
」
と
同
じ
よ
う
に
絵
図
を
掲
げ
た
、
も
う
一
つ
の
笠
翁
得
意
の
ア
イ
デ
ィ
ア
に
「
暖
椅
式
」
な
る
冬
用
の
オ
ン
ド
ル
椅
子

と
も
言
う
べ
き
も
の
が
あ
る
が

（
器
玩
部
・
椅
杭
）
、こ
れ
も
ま
た
同
工
な
の
で
あ
る
。

こ
の
発
案
の
素
晴
ら
し
き
に
つ
い
て
の
健
闘
舌
・
ま
く
し
立
て
よ
う
は
、
先
の
場
合
よ
り
も
更
に
一
段
と
上
を
ゆ
く
。いか
に
こ
れ
が
優
れ

た
有
用
な
も
の
で
あ
る
か
、
あ
あ
も
言
い
こ
う
も
言
い
、
喋
々
と
弁
じ
て
留
ま
る
と
こ
ろ
を
知
ら
ず
、
終
り
の
お
よ
そ
二
百
字
に
至
っ
て
は
、

故
事
典
故
を
も
ま
じ
え
四
六
対
句
を
も
っ
て
綴
る
美
文
調
で

で
あ
る
こ
と
を
、

こ
れ
が
お
よ
そ
十
種
に
近
い
用
途
の
す
べ
て
を
兼
ね
る
超
素
晴
ら
し
い
発
案

こ
れ

こ
こ
を
先
途
と
墨
み
か
け
・
ぶ
ち
上
げ
・
舞
い
踊
ら
せ
て
「
総
て
一
物
を
以
て
罵
之
に
代
ふ
」
と
述
べ
、
さ
ら
に
こ
う
言

っ
て
締
め
括
る
。

あ
め
ふ
ら

蒼
韻
字
を
造
り
て
粟
を
雨
し
、
鬼
夜
間
犬
せ
し
は
、
造
化
霊
秘
の
気
を
池
ら
し
尽
し
て
遣
す
無
き
を
以
て
な
り
。
此
の
制
一
た
び
出
れ
ば
、

重
ね
て
斯
の
忌
を
犯
し
て
、
紀
人
の
慢
を
重
ぬ
る
無
き
こ
と
を
得
ん
乎
？

舞
文
と
は
も
と
も
と
ま
や
か
し
・
ご
ま
か
し
・
こ
け
お
ど
し
等
を
も
含
む
、

一
種
の
だ
ま
く
ら
か
し
み
た
い
な
も
の
で
あ
っ
て

い
わ
ゆ

る
真
正
面
か
ら
論
ず
る
か
正
論
。
で
は
な
い
。
そ
れ
を
笠
翁
は
巧
み
な
弁
舌
の
か
芸
。
に
よ
っ
て
読
ま
せ
よ
う
と
す
る
の
だ
か
ら
、

こ
、
つ
い

う
文
章
を
か
正
論
。
を
読
む
が
如
く
に
読
解
し
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、
前
述
し
た
通
り
な
の
で
あ
る
。

J
－
E

ご

E
n
H

訂
吋

宇
I
i
v

，
J
i
v

占
u
声
K
引
ド

ほ
ど
に
優
れ
た
発
案
だ
と
は
言
い
定
、
も
と
も
と
が
グ
オ
ン
ド
ル
椅
子
。
と
い
っ
た
程
度
の
事
柄
な
の
だ
。そ
こ
を
ヤ
レ
「
蒼
頴
」
だ
「
造

化
霊
秘
之
気
」
が
ど
う
の
と
大
げ
さ
に
持
ち
出
し
、
そ
れ
に
引
掛
け
て
殊
き
ら
大
仰
に
言
い
丸
め
こ
ん
で
み
せ
よ
う
と
す
る
、そ
の
手
前
味

噌
の
つ
け
方
も
、
あ
だ
や
お
ろ
そ
か
で
は
な
い
ー
ー
と
い
う
こ
と
の
グ
可
笑
し
き
面
白
き
。
を
感
取
で
き
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
わ
け
で
あ
る
。



以
上
に
挙
げ
た
二
つ
の
例
は
、
笠
翁
自
身
も
得
意
と
す
る
最
も
著
名
な
も
の
で
あ
る
。
そ
の
他
に
も
実
に
さ
ま
ざ
ま
な
十
数
種
に
及
ぶ
ア

イ
デ
ィ
ア
或
い
は
ち
ょ
っ
と
し
た
思
い
つ
き
に
つ
い
て
述
べ
て
お
り
、

そ
れ
ら
が
い
ず
れ
も
ど
ん
な
に
素
晴
し
い
か
を
説
く
か
舞
文
。
仕
立

て
な
の
だ
が
、
う
ち
幾
つ
か
の
例
を
以
下
に
挙
げ
て
見
て
み
よ
う
。

つ
く
え

「
凡
案
」
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
項
で
、こ
れ
を
設
け
よ
う
と
思
え
ば
三
つ
の
小
き
な
物
を
欠
く
こ
と
が
出
来
な
い
、
そ
の
一
つ
に
「
巣

つ
ま
り
こ
れ
は
机
の
足
の
ガ
タ
つ
き
を
止
め
る
た
め
に
押
し
込
む
小
さ
な
板
切
れ
の
こ
と
で
、
た
し
か
に
無
く
て
は

撒
」
が
あ
る
と
言
う
。

な
ら
ぬ
大
事
な
も
の
と
言
え
る
か
も
知
れ
な
い
が
、

し
か
し
ま
あ
お
よ
そ
こ
れ
ほ
ど
墳
末
な
取
る
に
足
り
ぬ
物
も
な
い
。

だ
か
ら
笠
翁
自
身

「
此
れ
極
め
て
微
極
め
て
墳
の
事
と
難
も
」
と
断
わ
り
な
が
ら
も
、
「
然
れ
ど
も
ま
た
渇
に
臨
み
て
井
を
撃
つ
に
同
じ
き
は
、
天
下
古
今
の
通

病
な
り
」
と
今
度
は
俄
か
に
大
き
く
出
て
、
「
請
ふ
世
人
の
為
に
之
を
薬
せ
ん
」
と
見
得
を
切
っ
て
み
せ
る
。
そ
し
て
そ
の
用
途
や
ら
用
い
方

に
つ
い
て
あ
れ
こ
れ
述
べ
る
の
だ
が
、
そ
れ
は
生
活
経
験
上
誰
で
も
が
あ
る
程
度
知
っ
て
い
る
、
あ
り
き
た
り
当
り
前
の
こ
と
に
属
す
る
。

そ
れ
を
、

さ
も
さ
も
自
分
だ
け
が
知
っ
て
い
る
ご
大
層
な
見
識
見
解
で
あ
る
か
の
よ
う
に
纏
々
し
ゃ
べ
っ
て
み
せ
る
と
こ
ろ
が
笠
翁
の
グ
芸
。

な
の
で
あ
っ
て
、

そ
の
す
え
に
「
是
れ
止
だ
一
寸
の
木
に
し
て
、
而
も
高
低
長
短
数
則
の
用
に
備
へ
、
又
い
ま
だ
嘗
っ
て
我
が
一
銭
を
も
費

や
き
ず
。
宣
に
極
め
て
人
に
便
す
る
の
事
に
非
ず
や
？
」
と
言
う
。

そ
し
て
こ
こ
が
笠
翁
の
ア
イ
デ
ィ
ア
な
の
で
あ
る
が
、
「
但
だ
須
ら
く
加
ふ
る
に
油
漆
を
以
て
す
べ
く
竹
頭
木
屑
の
本
形
を
露
は
す
こ
と
勿

れ
」
と
す
る
。
そ
れ
は
な
ぜ
か
と
い
え
ば

一
つ
に
は
机
の
色
と
同
じ
に
し
て
目
立
た
ぬ
よ
う
に
す
る
た
め
、
も
う
一
つ
は
、
召
使
い
が
た

だ
の
板
切
れ
と
間
違
え
て
簡
単
に
捨
て
た
り
し
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
で
あ
り
、
「
只
だ
此
の
極
め
て
細
か
き
一
着
に
し
て
、
而
も
両
意
の
存



す
る
有
り
罵
、
況
ん
や
大
な
る
者
を
や
？
」
と
言
っ
て
最
後
を
こ
う
結
ぶ
。

や
す
ら
か

一
人
を
労
し
て
以
て
天
下
を
逸
に
す
、
予
は
世
に
功
な
き
者
に
非
ざ
る
な
り
。

「
天
下
古
今
之
通
病
」
を
世
人
の
た
め
に
「
薬
」
し
て
み
せ
た
の
だ
か
ら
こ
れ
は
ま
あ
大
変
な
「
非
無
功
於
世
者
」
で
あ
る
に
違
い
な

い
わ
け
だ
。
ー
ー
だ
い
た
い
こ
う
い
っ
た
、
ご
く
普
通
の
文
人
な
ら
ば
き
っ
と
誰
し
も
殊
き
ら
眼
を
付
け
た
り
取
り
挙
げ
た
り
は
し
な
い
で

あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
、

お
よ
そ
益
体
も
な
い
莫
迦
莫
迦
し
い
よ
う
な
代
物
を
、
論
議
の
対
象
と
し
て
わ
ざ
わ
ざ
持
ち
出
し
て
く
る
こ
と
自
体

が
、
す
で
に
エ
キ
セ
ン
ト
リ
ッ
ク
で
尋
常
で
は
な
い
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
筆
者
の
笠
翁
に
せ
よ
、
そ
こ
の
と
こ
ろ
を
よ
く
承
知
し
て
い
る
か

す

ら
こ
そ
、
あ
ら
か
じ
め
「
予
が
言
う
所
は
、
務
め
て
高
遠
を
舎
て
て
卑
近
を
求
む
る
な
り
」
と
言
い
、
ま
た
「
極
微
極
墳
之
事
」
と
言
い
わ

け
の
先
手
を
打
っ
て
お
き
な
が
ら
も
、
な
お
こ
れ
だ
け
大
仰
に
言
い
舞
わ
し
て
み
せ
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。

さ
し
こ
み

笠
翁
は
ま
た
、
ち
ょ
う
ど
こ
の
「
臭
撒
」
と
ほ
ぼ
同
類
の
「
極
微
極
墳
」
の
物
と
し
て
、
花
瓶
の
な
か
に
入
れ
て
用
い
る
「
撒
（
く
ば
り
）
」

ま
た
ぎ

に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
（
器
玩
部
・
櫨
瓶
）
。
く
ぱ
り
と
は
、
生
け
花
で
筒
や
瓶
の
な
か
に
入
れ
て
花
を
支
え
、
そ
の
形
を
一
定
に
整
え
る
股
木

の
こ
と
。
彼
は
初
め
て
自
分
が
案
出
し
た
も
の
で
「
人
は
則
ち
未
だ
こ
れ
を
行
は
ざ
る
な
り
」
と
言
っ
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
必
要
性
に
つ

い
て
具
体
的
に
述
べ
て
か
ら
、
「
堅
木
を
以
て
之
を
震
り
、
そ
の
形
を
大
小
に
し
、

さ
ま
ざ
ま
な
形
の
も
の

み

を
瓶
の
形
に
合
わ
せ
て
つ
く
っ
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
説
く
。
さ
ら
に
、
「
此
の
物
多
く
数
十
を
備
へ
、
以
て
機
を
相
て
取
り
用
ゐ
る

品
。
’
レ
こ
噌A吋
少
｝
・
も

を
侠
つ
。
之
を
総
ず
る
に
一
銭
を
も
費
さ
ず
、
巣
撒
と
一
同
に
拾
取
し
、
彼
に
棄
て
ら
れ
し
も
の
も
復
た
此
に
収
め
ら
る
」
と
い
う
わ
け
な

な
ん

の
で
、
そ
こ
で
こ
う
い
う
結
論
に
な
る
。
｜
｜
「
斯
の
編
一
た
び
出
れ
ば
、
世
間
に
寧
ぞ
復
た
棄
物
あ
ら
ん
や
？
」

こ
れ
は
ま
た
何
と
い
う
思
い
き
っ
た
極
言
極
論
で
あ
る
こ
と
か
。
そ
の
必
要
性
に
つ
い
て
「
此
物
多
備
数
十
」
と
言
う
の
を
仮
り
に
認
め

去
、1
ν’
」
噌Aげ

ま
た
例
の
臭
撒
も
「
竹
頭
木
屑
」
が
「
多
多
益
善
」
と
し
て
い
る
こ
と
を
そ
の
ま
ま
了
解
し
た
と
し
て
も
、
そ
れ
を
説
く
こ

一
格
に
拘
す
る
勿
れ
」
と
し
て
、

た
と
し
て
も
、



の
書
物
が
出
現
し
た
か
ら
と
い
っ
て
、
ま
さ
か
そ
の
た
め
に
こ
の
世
の
中
か
ら
廃
棄
物
が
す
っ
か
り
無
く
な
っ
て
し
ま
う
と
い
う
よ
う
な
こ

と
が
、
果
し
て
本
当
に
あ
り
得
る
だ
ろ
う
か
。
ー
ー
と
い
う
よ
う
な
疑
問
反
問
は
言
う
も
愚
か
で
、

お
よ
そ
丸
き
り
詮
無
い
事
な
の
だ
。
笠

翁
は
い
つ
何
時
で
あ
ろ
う
と
も
、
自
ら
の
発
言
に
責
任
を
取
る
気
な
ど
毛
頭
な
い
。
ど
ん
な
に
誇
張
拡
大
し
ょ
う
が
一
向
に
構
わ
な
い
し
、

何
を
ど
う
断
言
し
よ
う
と
全
く
の
無
責
任
そ
の
も
の
、
好
き
勝
手
の
言
い
放
し
な
の
だ
か
ら
、
わ
れ
わ
れ
読
み
手
の
側
と
し
て
は
た
だ
も
う

ふ
ざ
け

一
切
の
理
屈
ぬ
き
に
、
彼
の
そ
の
グ
戯
誰
。
を
ひ
た
す
ら
面
白
が
っ
て
聞
き
流
し
笑
い
去
る
よ
り
ほ
か
、
何
の
手
立
て
も
な
い
わ
け
で
あ
る
。

右
の
「
撒
」
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
の
は
「
櫨
瓶
」
の
項
の
終
末
部
分
で
あ
っ
た
。
同
じ
項
の
前
半
で
、
香
櫨
の
灰
を
押
え
つ
け
る
木
型

に
つ
い
て
の
考
案
を
説
い
て
い
る
箇
所
が
あ
る
。
こ
れ
は
要
す
る
に
、
周
囲
を
香
燈
の
型
に
ぴ
っ
た
り
合
せ
て
、
内
部
が
盛
り
上
が
っ
た
形

一
押
し
で
き
れ
い
な
形
に
均
さ
れ
た
灰
面
が
で
き
る
、
と
い
う
趣

に
く
り
ぬ
い
た
木
型
を
つ
く
り

こ
れ
で
上
か
ら
強
く
押
え
つ
け
る
と

向
で
あ
る
。
し
か
し
こ
れ
だ
け
で
は
「
い
ま
だ
善
を
尽
き
ざ
る
也
」
と
し
て
、
そ
こ
で
、

き
ざ
ま

乃
ち
梓
人
（
指
物
師
）
に
命
じ
て
之
に
鍍
し
む
。
凡
そ
灰
に
着
す
る
一
面
に
於
て
、
或
い
は
老
梅
数
茎
を
作
り
、
或
い
は
菊
花
一
呆
を
篤

お
ま

り
、
或
い
は
五
言
一
絶
を
刻
み
、
或
い
は
八
掛
全
形
を
離
り
、
た
だ
手
を
挙
げ
一
た
び
按
す
を
須
つ
の
み
に
て
、
無
数
の
離
奇
を
現
出

し
、
人
工
天
工
を
し
て
両
つ
な
が
ら
其
の
絶
を
壇
に
せ
し
む
。
是
れ
香
櫨
あ
り
て
よ
り
以
来
、
い
ま
だ
嘗
て
此
の
生
面
を
聞
か
ざ
る
者

な
り
。

と
こ
ろ
が
、
「
老
梅
数
茎
」
「
菊
花
一
染
」
な
ら
ば
ま
だ
し
も
と
し
て
も
、
「
五
言
一
絶
」
の

二
十
文
字
、
「
八
掛
全
形
」
の
六
十
四
掛
と
な
る
と
、
こ
れ
を
碗
を
伏
せ
た
よ
う
な
形
に
な
っ
て
い
る
木
型
の
内
側
に
離
り
つ
け
て
、
し
か
も

灰
の
上
に
押
し
つ
け
て
み
て
、
本
当
に
そ
れ
を
愉
し
ん
で
鑑
賞
す
る
よ
う
な
こ
と
が
可
能
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
は
ま
た
極
め
て
イ
カ
ガ
ワ
シ

と

こ
れ
ま
た
最
大
級
の
自
画
自
讃
で
あ
る
。



イ
眉
唾
な
話
と
な
っ
て
し
ま
う
で
は
な
い
か
。
l

！
と
い
う
よ
う
な
疑
問
を
相
手
が
持
と
う
が
持
つ
ま
い
が
、
一
切
構
わ
ず
気
に
も
か
け
ず
、

右
に
続
け
て
こ
う
言
つ
て
の
け
る
。

湖
上
笠
翁
、
実
に
風
雅
に
禅
す
る
あ
る
は
、
憎
詞
に
非
ざ
る
な
り
。
請
ふ
此
の
物
を
名
け
て
グ
笠
翁
香
印
。
と
矯
き
ん
。
こ
れ
を
眉
公

く
ら
い
づ
す
守
お
と

人
を
以
て
名
く
る
も
の
に
方
べ
、
執
れ
が
高
れ
執
れ
が
下
る
か
、
誰
が
実
に
し
て
誰
が
虚
な
る
か
、
海
内
自
づ
と
定

の
諸
制
の
、
物
、

評
あ
ら
ば
、
予
が
敢
へ
て
鏡
舌
す
る
所
に
非
ず
。

「
眉
公
諸
制
、
物
以
人
名
者
」
に
つ
い
て
は
ま
た
後
ほ
ど
ふ
れ
る
が
、
自
分
こ
そ
は
か
の
著
名
な
る
先
輩
文
人
・
陳
眉
公
の
数
段
上
を
行

く
者
で
あ
る
と
、
ヌ
ケ
ヌ
ケ
得
得
と
し
て
全
く
無
責
任
勝
手
な
断
言
を
し
て
み
せ
る
。
こ
う
し
た
独
特
の
文
の
舞
わ
せ
よ
う
に
よ
っ
て
、

れ
が
わ
か
る
読
者
に
一
時
の
慰
み
を
提
供
し
よ
う
と
す
る
の
が
、
わ
が

J
湖
上
笠
翁
。
先
生
の
本
分
本
領
な
の
で
あ
る
。

そ

四

-256-

笠
翁
の
遊
び
心
・
戯
諺
精
神
は
、
実
に
奥
行
が
深
く
て
多
様
で
あ
る
。

一
筋
縄
で
は
ゆ
か
ぬ
曲
者
の
、
そ
の
曲
者
た
る
ゆ
え
ん
が
こ
こ
に

あ
る
。
そ
こ
を
見
抜
く
こ
と
が
出
来
な
い
単
純
な
頭
の
読
者
は
、
至
極
簡
単
に
し
て
や
ら
れ
て
し
ま
う
だ
ろ
う
。
と
も
あ
れ
笠
翁
の
文
章
（
舞

文
）
に
は

さ
ま
ざ
ま
多
彩
な
か
仕
掛
け
。
が
施
さ
れ
て
い
る
。

い
つ
で
も
綿
密
な
計
算
配
慮
の
う
え
に
成
り
立
ち
組
立
て
ら
れ
て
お
り
、

時
に
は
巧
み
な
レ
ト
リ
ッ
ク

U

ア
ヤ
に
よ
る
ト
リ
ッ
ク

（
詐
術
）
を
も
っ
て
読
者
を
仕
掛
け
た
ワ
ナ
に
蔽
め
て
み
せ
よ
う
と
企
て
る
。
そ
、
っ

し
た
例
に
つ
い
て
は
す
で
に
前
二
稿
に
お
い
て
も
指
摘
し
た
が
、
次
に
示
す
「
燈
燭
」
に
つ
い
て
の
論
議
も
ま
た
明
ら
か
に
そ
の
種
の
も
の

と
な
っ
て
い
る
。

ぷ
た
い

宴
席
に
お
け
る
歌
台
は
明
る
い
こ
と
が
大
事
で
あ
る
が

こ
れ
に
つ
い
て
は
「
吾
れ
六
字
の
訣
を
為
り
て
以
て
人
に
授
け
て
日
く
、
グ
多
く



点
す
は
勤
め
て
努
る
に
如
か
ず
。
と
。
勤
め
て
努
り
た
る
の
五
は
、
努
ら
ざ
る
の
十
よ
り
明
る
し
」
。
し
か
し
頻
繁
に
燈
の
芯
を
努
る
の
が
実

は
難
し
い
の
だ
が
、
そ
れ
は
つ
い
芝
居
の
方
に
夢
中
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
云
々
、
と
長
々
お
喋
り
が
続
い
た
す
え
に
言
う
、
「
卑
き
燈
を
刻
る

は
易
く
、
高
き
燈
を
剃
る
は
難
し
」
。
そ
こ
で
自
分
は
二
つ
の
方
法
を
案
出
し
た
。

一
は
則
ち
い
ま
だ
敢
て
濯
か
に
信
ぜ
ず
し
て
人
に
試
み
ら
る
る
を
待
つ
も
の
な
り
。
巳

し
ん
き
り

長
き
三
四
尺
の
燭
勢
是
れ
の
み
。
〔
（A
）
鉄
を
以
て
之
を
矯
り
、
務
め
て
極
細
な
る
を
震
る
、
粗
け

な
が
ぽ
さ
み

れ
ば
則
ち
重
く
し
て
挙
げ
難
し
。
（
B

）
然
れ
ど
も
之
を
挙
ぐ
る
に
法
あ
り
、
説
く
こ
と
後
幅
に
在
り
。
〕
此
の
長
男
あ
ら
ば
、
則
ち
人

升
る
を
必
せ
ず
、
燈
も
ま
た
降
す
を
必
せ
ず
、
手
を
挙
ぐ
れ
ば
即
ち
是
く
、
卑
き
燈
を
刻
る
と
異
な
る
無
し
失
。

一
は
則
ち
巳
に
試
み
て
自
ら
信
ず
べ
き
も
の

に
試
み
た
る
は
維
れ
何
ぞ
や
？

右
の
文
章
の
う
ち
、
括
弧
内
の
（
A
）
（B
）
は
殊
さ
ら
に
挿
入
し
た
句
で
あ
っ
て
、
脈
絡
上
は
な
く
と
も
よ
い
部
分
で
あ
る
が
、
実
は
こ

」
れ
に
引
続
い
て
、
「
い
ま
だ
試
み
ざ
る
は
維
れ
何
ぞ
や
？

ひ
も
ひ
の
み

暗
か
に
綴
索
を
提
き
、
保
偏
登
場
の
法
を
用
ふ
是
れ
巳
：
：
：
」
と
、

れ
が
筆
者
の
グ
仕
掛
け
。
な
の
で
あ
る
。

そ
の
つ

く
り
方
を
詳
細
に
手
に
取
る
よ
う
に
説
い
て
み
せ
て

（
こ
れ
が
実
は
か
な
り
眉
唾
物
だ
が
今
そ
れ
は
問
わ
な
い
）
も
し
こ
れ
が
で
き
れ
ば
、

み
ん
な
が
そ
の
ふ
し
ぎ
に
驚
い
て
手
を
打
っ
て
見
物
す
る
に
違
い
な
い
と
ま
で
大
仰
得
意
気
に
言
っ
て
誇
示
し
て
お
き
な
が
ら
、
「
惜
し
む
ら

さ
い
ふ
を
だ
い
く

く
は
予
が
嚢
樫
し
み
て
力
な
く
、
未
だ
匠
工
に
指
使
す
る
に
及
ば
ず
。
美
法
を
懸
げ
て
以
て
人
を
待
つ
、
即
ち
自
ら
余
地
を
留
む
と
謂
ふ
も

ま
た
可
な
り
」
と
述
べ
る
o
l
l
l

こ
ち
ら
の
方
は
最
前
断
わ
っ
て
い
た
通
り
確
か
に
「
未
だ
試
み
ざ
る
」
も
の
で
、
腹
案
だ
け
な
の
だ
。

き
て
そ
れ
で
は
、
す
で
に
試
み
た
と
し
た
と
こ
ろ
の
「
長
男
を
制
る
の
法
」
は
ど
う
か
と
言
え
ば
、
こ
れ
こ
れ
し
か
じ
か
と
そ
の
方
法
を

は
さ
み

説
い
て
の
ち
、
「
蓋
し
鉄
を
以
て
勢
を
為
り
、
又
長
さ
数
尺
な
れ
ば
、
是
れ
そ
の
体
重
か
ら
ざ
る
能
は
ず
」
と
い
う
わ
け
で
、
従
っ
て
、
片
手

で
挙
げ
れ
ば
云
々
、
右
手
で
は
ど
う
の
左
手
で
は
ど
う
の
、
両
手
を
使
え
ば
と
、
あ
れ
こ
れ
言
う
こ
の
部
分
が
、
先
に
（B
）
で
予
告
し
て



い
た
通
り
、
そ
の
挙
げ
方
に
つ
い
て
の
説
明
に
相
当
す
る
。
が
、
引
続
い
て
「
長
男
は
佳
な
り
と
雄
も
、
予
は
終
に
そ
の
体
重
き
を
悪
む
。

た

倫
し
能
く
堅
木
を
以
て
身
を
為
り
、
止
だ
燈
煤
に
近
き
慮
に
鉄
を
用
ゐ
な
ば
、
則
ち
、
美
を
尽
し
又
善
を
尽
せ
り
失
」
と
述
べ
る
が
、
こ
れ

そ
の
後
に
サ
ラ
リ
と
こ
う
言
う

l
l

「
思
へ
ど
も
未
だ
制
ら
ざ
れ
ば
、
其
の
説
を
存
し
て
以

が
先
に
示
し
た

(A
) 

に
絡
む
部
分
で
あ
る
。

て
解
す
る
人
を
侠
た
ん
」
。

い
っ
た
い
こ
れ
は
何
と
し
た
こ
と
か
。
「
巳
試
而
可
自
信
者
」
と
明
言
し
た
「
長
男
」
は
、その
持
ち
挙
げ
方
を
説
明
し
て
重
い
か
ら
ど
う

の
と
喋
っ
て
い
る
う
ち
に
、
何
と
な
く
巧
み
に
言
い
紛
ら
し
て
し
ま
っ
て
、
実
は
結
局
「
思
而
未
制
」
だ
と
い
う
。
以
前
の
あ
の
明
言
は
、

な
ん
と
真
赤
な
ウ
ソ
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

先
に
（
A
）
（B
）
の
部
分
を
さ
り
気
な
く
挿
入
し
て
お
い
た
意
味
が
こ
こ
に
お
い
て
瞭
然
と
す
る
が
、そ
の
後
の
運
筆
展
開
も
巧
妙
見
事

と
い
う
ほ
か
な
い
。
こ
う
し
た
グ
舞
文
曲
筆
。
に
お
け
る
鮮
や
か
な
手
並
と
自
在
な
る
遊
び
っ
ぷ
り
、

こ
こ
に
こ
そ
ま
た
笠
翁
の

4
一
品
才
。

の
卓
絶
し
た
手
腕
が
認
め
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
で
あ
ろ
う
。

同
じ
グ
舞
文
。
と
は
言
、
ぇ
、
当
然
そ
の
舞
わ
せ
方
に
は
幾
通
り
も
あ
っ
て
、
決
し
て
一
様
一
律
で
は
な
い
。
な
か
で
も
奇
妙
に
凝
っ
た
捻

り
方
を
し
て
見
せ
た
の
が
、
「
骨
董
」
一
項
で
あ
ろ
う
。

是
の
編
骨
董
一
項
に
於
て
、
紋
き
て
備
へ
ざ
る
は
、
蓋
し
説
あ
り
罵
。

と
い
う
の
が
関
口
一
番
、
冒
頭
の
一
句
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
初
手
か
ら
い
き
な
り
読
者
の
眼
を
捉
え
よ
う
と
す
る
の
が
笠
翁
の
や
り
口

(2
) 

だ
が
、
そ
れ
に
し
て
も
こ
れ
は
甚
だ
奇
を
街
っ
た
言
い
よ
う
で
、
こ
れ
に
つ
い
て
の
一
項
は
欠
い
て
備
え
な
い
と
言
っ
て
お
き
な
が
ら
、
ち

ゃ
ん
と
欠
か
ず
に
備
え
て
い
る
と
い
う
か
ら
く
り
、
そ
れ
が
す
な
わ
ち
こ
の
項
を
立
て
る
に
当
つ
て
の
彼
の
汐
新
意
匠
。
と
い
う
こ
と
な
の



だ
。
そ
し
て
こ
こ
で
は
実
は
「
蓋
有
説
罵
」
と
い
う
四
文
字
が
ポ
イ
ン
ト
と
な
っ
て
い
る
。

す
な
わ
ち
以
下
、
「
古
器
を
崇
尚
す
る
の
風
は
、
漢
貌
唐
よ
り
以
来
、
今
日
に
至
り
て
極
ま
れ
り
失
」
と
つ
な
が
る
が
、
実
の
あ
る
こ
と
は

き
っ
ぱ
り
無
し
で
、
た
だ
仰
々
し
く
あ
あ
だ
こ
う
だ
と
言
い
廻
る
文
章
が
続
い
た
す
え
に
、
「
近
世
貧
家
の
家
は
、
往
往
聾
を
富
貴
に
殻
ふ
」

こ
と
が
あ
り
、
古
い
器
物
に
執
着
し
て
「
寧
ろ
妻
李
を
遣
て
て
古
董
を
売
ら
ざ
る
者
」
が
い
る
。
「
人
心
の
矯
異
、
車
ぞ
世
道
の
優
ひ
に
非
ず

や
？
」
と
、
人
心
世
道
に
引
掛
け
絡
め
て
か
ら
言
うl
l

「
予
れ
是
の
編
を
輯
す
に
、
事
事
皆
倹
撲
を
崇
ぶ
な
れ
ば
、
敢
て
珍
玩
を
修
に
談

じ
て

以
て
末
俗
の
為
に
波
を
揚
げ
ず
」
。

す
な
わ
ち
こ
の
部
分
の
こ
う
し
た
f
言
い
分
・
言
い
訳
。
が
、
冒
頭
に
あ
る
「
蓋
有
説
罵
」
の
「
説
」
な
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
点
で
は
確

か
に
相
呼
応
し
て
一
文
を
成
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
ー
ー
と
い
う
と
こ
ろ
の
か
妙
。
に
こ
そ
注
目
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
「
珍
玩
」
に
つ
い
て
は

な
る
ほ
ど
「
修
談
」
し
て
い
な
い
が
、
実
際
に
は
こ
れ
に
事
寄
せ
て
甚
だ
し
く
か
修
に
談
じ
て
。
い
る
と
い
う
、

た
い
へ
ん
凝
っ
た
捻
り
方
・

舞
わ
せ
方
を
し
た
も
の
な
の
だ
。
し
か
も
更
に
も
う
一
捻
り
し
て
、
続
け
て
こ
う
言
っ
て
こ
の
項
を
結
ぶ
。

且
つ
予
は
妻
人
な
り
、
：
：
：
新
を
購
ふ
も
猶
ほ
力
無
き
を
患
ふ
、

『
詩
』
に
云
く
、
「
惟
れ
其
れ
之
有
り
、
是

ま
た
口
に
維
れ
風
を
籍
り
、
以
て
そ
の
拙
を
蔵
す
。

況
や
旧
を
買
ふ
を
や
？

以
て
之
に
似
た
り
」
と
。
生
平
古
董
を
識
ら
ざ
れ
ば
、

彼
は
い
つ
で
も
事
あ
る
ご
と
に
自
ら
が
貧
賎
貧
随
の
身
で
あ
る
こ
と
を
タ
テ
に
取
り
、
ダ
シ
に
使
い
、
逆
手
に
取
っ
て
物
を
言
う
。
こ
の

著
述
が
「
事
事
皆
倹
撲
を
崇
ぶ
」
の
を
一
つ
の
グ
看
板
4

に
し
て
い
る
と
い
う
の
も
、

や
は
り
こ
れ
を
踏
ま
え
て
の
こ
と
な
の
で
あ
る
。
し

か
も
『
詩
経
』
小
雅
に
あ
る
「
身
に
つ
い
て
い
る
徳
が
、
そ
の
ま
ま
自
ず
と
外
に
表
わ
れ
る
」
と
い
う
意
味
の
句
を
引
用
し
て
そ
れ
を
自
分

(3
) 

の
身
に
も
引
掛
け
て
「
蒋
口
維
風
」
と
し
、
骨
董
を
識
ら
ぬ
と
い
う
事
に
つ
い
て
は
う
わ
べ
を
取
り
つ
く
ろ
っ
て
み
た
の
だ
（
以
蔵
其
拙
）

と
、
ね
じ
曲
げ
こ
じ
つ
け
る
。
こ
の
よ
う
に
捻
り
か
つ
持
っ
て
廻
っ
た
胡
散
臭
い
こ
と
を
、
殊
さ
ら
に
言
つ
て
の
け
る
面
白
き
を
読
み
取
る



べ
き
で
あ
ろ
う
。

以
上
、
居
室
部
・
器
玩
部
の
な
か
か
ら
数
例
を
引
い
て
示
し
て
み
た
が
、
そ
の
他
の
さ
ま
ざ
ま
な
思
い
つ
き
・
ア
イ
デ
ィ
ア
に
つ
い
て
の

論
議
｜
｜
一
家
言
ー
ー
も
す
べ
て
が
同
工
異
曲
の
手
に
成
る
も
の
な
の
で
あ
る
。

五

続
く
飲
撲
部
・
種
植
部
の
二
部
も
、
ま
た
笠
翁
独
自
の
自
由
気
ま
ま
な
お
喋
り
を
自
在
に
語
っ
て
聞
か
せ
よ
う
と
し
た
も
の
に
は
か
な
ら

な
い
。
そ
し
て
そ
の
な
か
に
は
や
は
り
舞
文
曲
筆
の
、

ま
こ
と
に
胡
散
臭
く
て
い
か
が
わ
し
い
、
そ
れ
ゆ
え
に
グ
面
白
い
。
お
喋
り
を
、

？こ

っ
ぷ
り
紛
れ
込
ま
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。

例
え
ば
飲
僕
部
全
体
の
総
論
と
も
な
っ
て
い
る
「
疏
食
第
こ

の
文
章
に
し
て
み
て
も
、
そ
の
余
り
に
も
仰
々
し
く
て
ご
大
層
な
ゴ
タ
ク

-260-

の
並
べ
ぶ
り
、
喋
り
捲
く
り
ぶ
り
に
注
目
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

す
な
わ
ち
、
造
物
主
が
人
体
に
口
腹
を
賦
与
し
た
ば
っ
か
り
に
、
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
厄
介
面
倒
が
生
じ
、
果
て
し
な
く
止
め
ど
な
い
噌
欲

に
苦
し
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
、
故
に
「
五
口
れ
反
復
推
詳
す
る
に
、
造
物
に
是
れ
答
め
せ
ざ
る
能
は
ず
」
と
い
う
に
至
る
ご
大
層
な
事
を
、

最
大
限
に
誇
張
し
て
ゴ
テ
ゴ
テ
と
言
い
舞
わ
し
て
見
せ
た
挙
句
に
言
う
。

吾
れ
是
の
編
を
輯
し
て
飲
僕
に
謬
り
及
ぶ
は
、
ま
た
是
れ
己
む
べ
く
巳
ま
ざ
る
の
事
な
り
。
そ
の
止
に
倹
奮
を
崇
ぴ
、
宥
磨
に
導
か
ざ

ま
た
ま
さ
に
始
め
を
慮
り
終
り
を
計
り
て
庶
物
の
た
め
に
患
ひ
を
萌
す
べ
き
に
因

る
は
、
己
む
を
得
ず
し
て
造
物
の
為
に
非
を
飾
り
、

て
な
り
。

こ
こ
で
「
謬
及
飲
僕
」
「
可
己
不
巳
」
と
言
っ
て
み
せ
る
胡
散
臭
き
、
「
局
造
物
飾
非
」
「
潟
庶
物
調
患
」
と
す
る
は
っ
た
り
、

そ
れ
ら
を
繋



ぐ
口
吻
の
大
袈
裟
な
持
っ
て
廻
り
ょ
う
｜
｜
こ
れ
が
笠
翁
独
特
の
文
の
ア
ヤ
と
い
う
も
の
な
の
で
あ
る
。

そ
し
て
「
易
牙
復
た
出
で
、
子
を
烹
て
：
：
：
」
と
一
層
大
き
く
言
い
廻
っ
た
す
え
に
、
「
吾
れ
敢
て
形
を
賦
せ
し
造
物
を
以
て
覆
車
（
前
人

の
失
敗
）
と
視
作
き
ぎ
る
こ
と
を
せ
ず
」
と
、
初
め
よ
り
一
貫
し
て
造
物
主
を
向
う
に
ま
わ
し
、
自
分
の
方
を
む
し
ろ
一
段
と
高
い
所
に
置
い

て
あ
れ
こ
れ
ぶ
っ
て
み
せ
る
の
だ
か
ら
、
ま
こ
と
に
デ
ッ
カ
イ
態
度
だ
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

要
す
る
に
、
表
面
上
は
大
ま
じ
め
を
装
い
大
上
段
に
振
り
か
ぶ
っ
て
み
せ
な
が
ら
、
あ
く
ま
で
も
自
分
の
都
合
の
い
い
よ
う
に
文
辞
を
も

て
あ
そ
ん
で
論
理
を
展
開
し
て
ゆ
く
、
笠
翁
一
流
の
こ
け
お
ど
し
な
の
だ
と
言
え
よ
う
。

次
に
、
「
肉
食
第
三
」
の
総
論
に
つ
い
て
見
て
み
た
い
。
一
口
に
舞
文
曲
筆
と
言
っ
て
も
そ
こ
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
タ
イ
プ
の
も
の
が
あ
る
が
、

こ
の
一
文
の
機
軸
を
な
す
の
は
、
「
肉
食
者
部
、
不
能
遠
謀
」
と
い
う
『
左
伝
』（
荘
公
十
年
）
の
中
の
言
葉
で
、
笠
翁
の
恨
は
こ
れ
を
捉

こ
れ
は
右
の
「
競
食
第
こ
に
く
ら
べ
れ
ば
、

は
る
か
に
そ
の
性
格
を
露
わ
に
し
た
一
好
例
と
な
っ
て
い
る
。

、
え
て
、ま
ず
つ
肉
食
す
る
者
は
都
し
。
と
は
、

そ
の
肉
を
食
す
る
を
都
し
む
に
非
ず
、
そ
の
謀
を
善
く
せ
ざ
る
を
郁
し
む
な
り
」
と
い
う
ふ

あ
ぶ
ら
あ
な

ど
う
し
て
「
不
善
謀
」
か
と
い
え
ば
、
肥
賦
の
精
汁
が
固
ま
っ
て
脂
肪
と
な
り
、
胸
や
心
の
簸
を
塞
い
で
し
ま
う
か
ら
だ
。

う
に
筆
を
起
す
。

い
う
こ
と
を
断
じ
、
「
虎
な
る
者
は
、
獣
の
至
っ
て
愚
な
る
者
な
り
。
何
以
に
之
を
知
る
や
？

「
此
れ
予
が
臆
説
に
非
ず
、
夫
れ
之
を
験
す
る
所
あ
り
失
」
と
し
て
、
以
下
「
肉
に
匪
れ
ば
食
は
ざ
る
者
」
そ
れ
が
す
な
わ
ち
虎
で
あ
る
と

あ
き
ら
か

こ
れ
を
群
書
に
考
す
れ
ば
則
ち
信
な
り
」
と

言
う
。
例
え
ば
「
虎
は
小
児
を
食
は
ず
」
「
虎
は
酔
人
を
食
は
ず
」
等
々
、
全
く
自
分
の
都
合
に
合
わ
せ
て
引
用
し
て
グ
傍
証
。
と
な
し
、
綾
々

グ
検
証
。
し
て
み
せ
た
す
え
に
、
「
威
猛
の
外
は
、

お

す
る
所
以
の
故
を
究
む
れ
ば
、
則
ち
肉
を
合
く
の
外
、
他
の
物
を
食
は
ざ
れ
ば
、
脂
賦
胸
を
填
ぎ
、
智
を
生
ず
る
能
は
ざ
る
を
以
て
な
り
」

一
も
他
能
な
く
、
世
に
所
謂
汐
勇
有
り
て
謀
無
き
者
。
虎
こ
れ
な
り
。
予
れ
そ
の
然
り
と



と
い
う
結
論
を
導
き
出
し
て
く
る
。

も
は
や
言
う
ま
で
も
な
く
、
冒
頭
の
言
葉
と
虎
と
を
強
引
に
結
び
つ
け
て
、

こ
れ
の
み
が
絶
対
唯
一
の
肉
食
動
物
で
あ
る
か
の
ご
と
く
に

仕
立
て
あ
げ
文
を
舞
わ
せ
て
、
ま
さ
に
得
手
勝
手
そ
の
も
の
の
断
言
と
検
証
を
し
て
み
せ
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
そ
の
捻
り
に
捻

っ
た
独
特
の
理
窟
論
理
の
展
開
運
筆
に
よ
っ
て
、
見
事
き
れ
い
に
前
後
あ
い
照
応
き
せ
上
辺
の
辻
つ
ま
を
繕
い
合
わ
せ
て
ゆ
く
手
際
手
並
の

ほ
ど
は
、
決
し
て
並
大
抵
生
半
可
の
4
一
品
オ
グ
で
は
な
い
。
そ
れ
を
ま
た
ヌ
ケ
ヌ
ケ
と
大
ま
じ
め
ぶ
っ
て
デ
ッ
チ
上
げ
て
み
せ
る
筆
者
の
グ
曲

者
。
ぷ
り
と
グ
異
才
異
能
。
ぶ
り
、
そ
こ
が
ま
た
併
せ
て
注
目
さ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

「
食
、

の
始
め
に
置
か
れ
た
項
目
の
「
猪
」
に
つ
い
て
、
次
に
見
て
み
る
。

人
を
以
て
伝
ふ
る
も
の
『
東
域
肉
」
是
れ
な
り
。
卒
急
に
之
を
聴
か
ば
、
家
の
肉
に
非
ざ
る
が
似
く
に
て
、
東
壌
の
肉
た
り
失
」

む
さ
ぼ

人
の
腹
に
鏡
ら
る
る
や
！
」
と
言
う
。

東
城
何
の
罪
あ
り
て
、
そ
の
肉
を
割
き
以
て
実
に
千
古
、

こ
の
東
域
の
ほ
か
に

こ
の
「
肉
食
第
三
」

と
始
ま
り
、
「
曙
！

は
、
「
眉
公
を
以
て
名
を
得
」
た
も
の
に
「
眉
公
樵
」
「
眉
公
布
」
が
あ
る
が
、

お
ま
る

し
て
も
「
眉
公
馬
桶
」
な
る
も
の
、

こ
れ
ら
の
呼
称
は
「
東
城
肉
」
に
比
べ
れ
ば
ま
だ
ま
し
だ
と

」
れ
は
「
最
も
不
幸
な
る
者
」
だ
、
「
暗
ω！

馬
桶
は
何
物
ぞ

し
か
も
冠
す
る
に
雅
人
高
士
の
名
を
以

て
す
べ
き
か
？
」
と
し
て
か
ら
こ
う
結
ぶ
。

み
だ

予
れ
肉
の
味
を
知
ら
ざ
る
に
非
ぎ
れ
ど
も
、
家
の
一
物
に
於
て
、
敢
て
浪
り
に
一
詞
を
措
か
ざ
る
は
、
東
城
の
続
を
属
す
を
慮
れ
ば
な

か
は
や

り
。
即
ち
掴
厨
中
の
一
物
も
、
予
れ
い
ま
だ
嘗
て
そ
の
制
を
新
た
に
せ
ざ
る
な
き
も
、
但
だ
之
を
家
に
畜
ふ
の
み
に
し
て
、
敢
て
之
を

書
に
筆
せ
ざ
る
は
、
ま
た
眉
公
の
続
を
属
す
を
慮
れ
ば
な
り
。

こ
れ
ま
た
い
か
に
も
笠
翁
流
の
「
猪
」
に
つ
い
て
の
グ
閑
話
。
だ
と
言
え
よ
う
。
「
東
城
肉
」
に
対
す
る
ち
ょ
っ
と
視
点
を
変
え
た
捉
え
方
、



そ
れ
と
「
眉
公
諸
制
、
物
以
人
名
者
」
（
器
玩
部
・
櫨
瓶
｜
先
に
引
用
）と
を
結
び
つ
け
て
み
た
と
こ
ろ
に
、
こ
の
一
文
を
成
そ
う
と
す
る
機

軸
が
あ
っ
た
。
著
名
な
二
人
の
先
輩
「
雅
人
高
士
」
を
ち
ょ
っ
ぴ
り
榔
撒
し
自
分
の
方
を
む
し
ろ
優
位
に
置
い
て
巧
み
に
言
い
舞
わ
し
て
み

せ
、
結
局
「
猪
」
に
つ
い
て
は
語
っ
て
い
る
よ
う
で
い
な
が
ら
実
は
何
も
語
っ
て
は
い
な
い
、
弄
筆
に
よ
る
グ
豚
肉
談
義
。
な
の
で
あ
る
。

例
え
ば
ま
た
「
鴨
」
に
つ
い
て
の
談
義
、

こ
れ
も
笠
翁
な
ら
で
は
の
も
の
で
、
全
く
根
拠
の
な
い
無
責
任
極
ま
る
か
断
言
。
を
重
ね
て
い

っ
て
、
き
れ
い
に
言
い
く
る
め
相
手
を
ケ
ム
に
捲
い
て
み
せ
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
。

ま
ず
は
「
禽
属
の
養
生
を
善
く
す
る
者
は
、
雄
鴨
是
れ
な
り
。
何
以
に
之
を
知
る
、
之
を
人
の
好
尚
に
知
る
」
と
い
う
グ
断
言
。
に
始
ま

や
は
ち

る
。
以
下
、
鳥
類
の
な
か
で
は
鴨
だ
け
が
他
と
異
な
っ
て
、
年
老
い
た
オ
ス
の
方
が
人
び
と
に
好
ま
れ
尚
ば
れ
る
、
だ
か
ら
養
生
家
に
「
欄

に
ん
じ
ん
め
ど
ぎ

か
く
蒸
し
た
る
老
雄
鴨
は
、
功
効
、
参
・
蓄
に
比
ぶ
」
と
言
わ
れ
る
の
だ
、
そ
し
て
も
し
も
養
生
上
手
で
な
け
れ
ば
、
メ
ス
に
す
っ
か
り
精

気
を
奪
わ
れ
て
痩
せ
細
っ
て
し
ま
う
が
、
「
雄
鴨
は
能
く
愈
々
長
じ
て
愈
々
肥
え
、
皮
肉
老
い
に
至
り
て
変
わ
ら
ず
、
且
つ
こ
れ
を
食
し
て
参
・

た
く
み

著
と
功
を
比
ぷ
な
れ
ば
、
則
ち
雄
鴨
の
養
生
に
善
な
る
こ
と
、
考
核
を
待
た
ず
し
て
之
を
知
れ
り
失
」
と
結
論
づ
け
る
。

つ
ま
り
、
最
も
肝
腎
要
と
な
る
冒
頭
一
句
お
よ
び
「
嫡
蒸
老
雄
鴨
：
：
：
」
と
い
う
言
葉
に
対
す
る
「
考
核
」
を
全
く
抜
き
に
し
て
、
物
の

見
事
に
言
い
だ
ま
く
ら
か
し
て
し
ま
う
。
そ
し
て
右
に
続
け
て
更
に
「
然
れ
ど
も
必
ず
考
核
を
侠
た
ば
、
則
ち
此
よ
り
前
に
は
い
ま
だ
之
を

聞
か
ざ
る
な
り
」
と
附
け
足
し
て

ス
ッ
と
ぼ
け
て
み
せ
る
と
い
う
オ
チ
を
つ
け
て
い
る
。

要
す
る
に
、
内
容
の
虚
な
る
汐
断
言
。
ば
か
り
を
巧
妙
自
在
に
繰
り
廻
し
て
あ
そ
ん
で
見
せ
た
も
の
、
こ
れ
が
笠
翁
の
一
常
奪
手
段
と
な

っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

だ
か
ら
、

そ
う
し
た
手
口
や
り
口
を
十
分
承
知
し
て
い
る
評
者
は
こ
の
箇
所
で
、
欽
撲
部
中
唯
一
の
眉
批
を
与
え
て

い
る
。
｜
｜
「
独
創
的
な
論
議
も
あ
ん
ま
り
多
過
ぎ
る
と
、
受
け
る
感
銘
は
薄
く
な
る
。
グ
何
ご
と
も
見
慣
れ
て
し
ま
え
ば
あ
り
き
た
り
。
と



い
う
も
の
だ

（
陳
簡
侯
云
、
創
論
過
多
、
使
観
者
不
覚
、
所
謂
グ
司
空
見
慣
揮
開
事
。
也
）
」
。

笠
翁
の
こ
の
種
の
珍
し
い
突
飛
な
論
法
、
そ
の
手
の
内
は
い
つ
も
の
通
り
、
も
は
や
別
段
驚
く
ほ
ど
の
こ
と
で
は
な
い
ー
ー
と
い
う
わ
け

で
あ
る
。

--'---
/¥ 

全
四
分
類
・
六
十
五
項
目
に
お
よ
ぶ
園
芸
植
物
に
つ
い
て
の
閑
話
・
談
義
、

翁
独
自
の
文
の
ア
ヤ
に
よ
っ
て
各
々
の
項
が
一
文
を
成
し
て
い
る
も
の
、

そ
れ
が
種
植
部
で
あ
る
が
、
そ
れ
ら
も
ま
た
こ
と
ご
と
く
笠

つ
ま
り
舞
文
仕
立
て
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
な
か
に
は
非
常
に
胡

散
臭
く
て
い
か
が
わ
し
い
怪
し
げ
な
内
容
の
文
章
を
紛
れ
込
ま
せ
て
い
る
点
に
お
い
て
も
、
や
は
り
従
前
の
場
合
と
変
り
な
い
。
こ
こ
で
特

に
注
目
さ
れ
る
の
は

こ
の
「
種
植
部
」
の
三
文
字
の
下
に
小
さ
く
注
記
が
施
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

お
よ

い
ま
だ
逮
ば
ぎ
る
の
論
を
補
ふ
に
非
ず
、
即
ち
自
ら
験
し
た
る
の
方
を
伝
ふ
。
陳
言
を
賭
ん
と
欲
す
れ
ば
、
諸

い
わ
く
｜
｜
「
巳
に
群
書
に
載

す
る
者
は
片
言
も
賛
せ
ず
、

集
を
翻
せ
ん
こ
と
を
請
ふ
」
。

こ
の
注
記
、

一
見
い
か
に
も
そ
れ
ら
し
い
こ
と
を
言
っ
て
い
る
。
し
か
し
笠
翁
の
場
合
に
は
、
そ
の
グ
い
か
に
も
そ
れ
ら
し
い
。
と
い
う

と
こ
ろ
が

い
つ
で
も
実
は
甚
だ
も
っ
て
グ
胡
散
臭
い
。
（
つ
ま
り
か
面
白
い
。
）
の
で
あ
る
。
こ
の
中
で
言
う
「
自
験
之
方
」
と
は
具
体
的

に
何
を
指
す
か
o
l

－
－
そ
れ
に
該
当
す
る
最
も
明
確
で
動
か
し
難
い
の
が
「
杏
」
と
「
合
歓
」
に
つ
い
て
の
談
義
な
の
で
あ
っ
て
、
笠
翁
白

身
こ
れ
ら
を
念
頭
に
置
い
て
注
記
を
書
い
た
も
の
と
見
て
間
違
い
な
い
。

ま
ず
「
杏
」
に
つ
い
て
見
れ
ば
、
次
の
よ
う
に
切
り
出
す
。

み

処
子
（
処
女
）
の
常
に
繋
く
る
の
裾
を
以
て
樹
上
に
繋
く
れ
ば
、
便
ち
子
を
結
ぶ
こ
と
累
累
た
り
。
予
れ

杏
を
種
へ
て
実
ら
ぎ
る
者
は
、



初
め
信
ぜ
ず
し
て
之
を
試
み
た
れ
ば
、
果
し
て
然
り
。

も
し
こ
れ
が
民
間
伝
説
か
何
か
の
言
だ
と
し
て
も
、
「
予
初
不
信
而
試
之
、
果
然
」
と
断
言
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
こ
の
後
で
は
「
情

能
く
物
を
動
か
す
」
と
い
う
こ
と
、
そ
れ
が
必
ず
人
に
嫁
い
だ
者
で
は
な
く
て
「
処
子
」
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
理
由
に
つ
い
て
も
言
及
し
、

更
に
一
段
と
エ
ス
カ
レ
ー
ト
さ
せ
舞
い
上
が
ら
せ
て
こ
う
言
う
。

予
れ
謂
へ
ら
く
此
の
法
既
に
杏
に
験
し
た
れ
ば
、
ま
た
推
し
て
之
を
広
む
べ
く
、
凡
そ
樹
木
の
実
ら
ざ
る
者
は
、
皆
繋
く
る
に
美
女

も
す
そ
も
ズ
ボ
ン

の
裳
を
以
て
す
べ
し
。
即
し
男
子
の
誕
育
す
る
能
は
ぎ
る
者
も
、
ま
た
ま
さ
に
衣
せ
る
に
住
人
の
樟
を
以
て
す
べ
し
。
蓋
し
世
間
、
女

色
を
慕
ひ
て
処
子
を
愛
す
れ
ば
、
情
感
を
以
て
之
を
し
て
動
か
し
む
可
き
者
、
宣
に
止
に
一
杏
の
み
な
ら
ん
や
！

に
大
き
な
特
色
が
あ
る
が
、
右
の
一
文
も
い
わ
ば
グ
艶
笑
談
義
。
に
類
す
る
、

笠
翁
が
生
来
得
意
と
す
る
ワ
ザ
が
か
色
。
と
グ
笑
い
。
で
あ
っ
た
。
彼
の
小
説
は
そ
の
多
く
が
、
汐
艶
笑
譜
。
と
言
っ
て
よ
い
も
の
、
そ
こ

い
か
に
も
笠
翁
ら
し
い
持
ち
前
の
味
が
出
た
も
の
と
言
え
よ

う
。
な
か
で
も
と
り
わ
け
「
此
法
既
験
：
：
：
」
と
ヌ
ケ
ヌ
ケ
言
っ
て
み
せ
て
い
る
と
こ
ろ
に
こ
そ
、
そ
の
グ
い
か
に
も
。
と
言
え
る
ゆ
え
ん

が
あ
る
。
ね
む
（

5

）

「
合
歓
」
に
至
っ
て
は
、
す
で
に
字
面
か
ら
し
て
笠
翁
の
好
色
な
眼
を
捉
え
る
の
に
違
い
な
い
こ
と
を
思
わ
せ
る
が
、
果
し
て
然
り
で
あ

る
。
「
凡
そ
此
の
花
を
植
う
る
に
は
、
宜
し
く
之
を
庭
外
に
出
す
べ
か
ら
ず
、
深
閏
曲
房
、
是
れ
そ
の
所
な
り
」
、

そ
う
す
れ
ば
「
茂
を
加
ふ
」

と
断
じ
て
、

き
〉
わ
に
一
一
＝
口
、
フ
。

こ
や
し

潅
ぐ
に
太
だ
肥
す
る
こ
と
勿
く
、
常
に
男
女
同
浴
の
水
を
以
て
、

一
宿
を
隔
て
て
そ
の
根
に
湊
が
ば
、
則
ち
花
の
芳
個
別
常
に
較
べ
て
倍

を
加
ふ
。
此
れ
予
れ
既
に
験
し
た
る
の
法
に
て
、
無
心
を
以
て
偶
々
試
み
て
之
を
得
た
り
。
知
し
其
れ
信
ぜ
ず
ん
ば
、
請
ふ
、
同
に
二

本
を
覚
め
て
：
・
・
：
其
れ
執
れ
が
盛
ん
に
執
れ
が
衰
ふ
か
を
験
せ
ば
、即
ち
予
が
言
の
謬
り
か
謬
り
な
ら
ざ
る
か
を
知
ら
ん
失
。



の
場
合
と
同
様
、
笠
翁
自
身
「
此
予
既
験
之
法
」
だ
と
ち
ゃ
ん
と
グ
断
言
。
し
て
い
る
の
だ
し
、
し
か
も

験
し
て
み
れ
ば
明
ら
か
だ
と
ま
で
言
っ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
な
る
ほ
ど
初
め
に
も
注
記
の
中
で
「
自
験
之
法
」
だ
と
言
っ
た
の
と
、
確

か
に
ぴ
っ
た
り
符
合
も
し
辻
棲
が
合
っ
て
い
て
間
違
い
な
い
と
い
う
こ
の
グ
奇
妙
。
き
ーl

こ
れ
が
笠
翁
一
流
の
f
言
い
く
る
め
術
。
な
の

こ
こ
に
お
い
て
も
先
の
「
杏
」

で
あ
る
。
問
題
は
読
み
手
の
側
が

こ
う
し
た
実
に
面
妖
な
る
グ
術
使
い
。
の
手
に
成
る
文
章
（
舞
文
）
を
、
面
白
が
っ
て
読
み
取
る
こ
と

が
で
き
る
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

ま
た
、
次
の
よ
う
な
例
も
あ
る
。
古
い
俗
説
に
、
黄
楊
の
木
は
毎
年
一
す
の
び
る
が
閏
年
に
あ
え
ば
か
え
っ
て
縮
少
す
る
と
い
う
（
「
本
草
』
）

が
、
そ
ん
な
俗
説
が
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
ま
る
で
ふ
れ
ず
に
（
都
合
次
第
で
物
事
を
暖
昧
に
す
る
、
か
正
論
。
に
非
ざ
れ
ば
こ
そ
で
あ
る
）

初
手
か
ら
い
き
な
り

す

黄
楊
は
毎
歳
一
寸
を
長
じ
、
分
官
宅
も
溢
ぎ
ざ
る
も
、
閏
年
に
至
れ
ば
反
て
一
寸
を
縮
む
、
是
れ
天
限
の
木
な
り
。
：
：
：
予
れ
新
た
に
一
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名
を
授
け
て
「
知
命
樹
」
と
日
は
ん
。

と
切
り
出
す
の
が
「
黄
楊
」
談
義
で
あ
る
。
な
ぜ
こ
う
名
づ
け
る
か
そ
の
理
由
に
つ
い
て
得
意
の
ゴ
タ
ク
を
並
べ
立
て
て
、
結
局
こ
れ
が

「
命
を
知
る
樹
」
で
あ
り
「
此
の
樹
は
ま
さ
に
木
の
君
子
た
る
べ
し
」
と
い
う
結
論
に
も
っ
て
ゆ
く
。
実
は
こ
れ
は
周
茂
叔
の
「
愛
蓮
説
」

に
引
掛
け
て
言
う
意
図
の
も
と
に
仕
組
ん
だ
も
の
で
、
最
後
の
結
ぴ
は
｜
｜
「
蓮
は
花
の
君
子
た
る
は
、
茂
叔
こ
れ
を
知
る
。
黄
楊
は
木
の

や
や
い
た

君
子
た
る
は
、
梢
能
く
物
に
格
る
の
笠
翁
に
非
ず
し
て
、
執
か
こ
れ
を
知
ら
ん
や
？
」
。

「
格
物
」
は
言
う
ま
で
も
な
く
『
大
学
』
八
条
目
の
一
、
事
物
の
理
を
き
わ
め
至
る
の
意
。
全
く
荒
唐
無
稽
な
る
俗
説
を
暗
か
に
下
敷
き

に
し
て
、
思
う
が
ま
ま
に
文
を
舞
わ
せ
た
挙
句
に
シ
ャ
ア
シ
ャ
ア
と
そ
ら
輔
い
て
み
せ
る
の
が
、

こ
の
結
句
な
の
で
あ
る
。

か
れ
独
特
の
論

法
を
も
っ
て
す
る

f
言
い
く
る
め
術
ヘ

そ
の
多
彩
な
る
テ
ク
ニ
ッ
ク
の
一
端
を
、

」
れ
ま
た
明
ら
か
に
示
し
た
も
の
と
言
え
よ
う
。



以
上
、
笠
翁
が
い
か
に
彼
独
自
の
文
の
ア
ヤ
に
よ
っ
て
か
一
家
言
。
と
し
て
の
体
を
成
し
、
文
を
舞
わ
せ
て
み
せ
て
い
る
か
、

そ
の
手
並
・

手
の
内
に
つ
い
て
述
べ
て
み
た
。
こ
う
い
っ
た
文
章
は
す
で
に
見
て
き
た
よ
う
に
、
或
い
は
く
り
返
し
述
べ
た
よ
う
に
、

い
ず
れ
も
真
正
面

か
ら
論
じ
よ
う
と
す
る
ま
じ
め
真
当
な
る
も
の
で
は
な
い
。
読
者
を
つ
ね
に
深
く
意
識
し
念
頭
に
置
い
て
、
そ
の
グ
面
白
き
。
が
わ
か
る
読

み
手
に
対
し
て
読
ま
せ
る
た
め
に
は
ど
う
す
れ
ば
よ
い
か
を
考
慮
し
な
が
ら
、
遊
戯
の
筆
を
振
る
い
グ
戯
れ
。
て
み
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。

筆
を
起
し
て
よ
り
以
降
、
そ
の
話
の
も
っ
て
行
き
ょ
う
展
開
の
仕
方
か
ら
結
末
に
至
る
ま
で
、
す
べ
て
を
意
図
的
作
為
的
に
し
つ
ら
え
て
舞

わ
せ
て
み
せ
る
、
何
も
か
も
全
部
承
知
の
上
で
や
る
の
が
文
を
舞
わ
す
コ
ツ
で
あ
り
、
ま
た
そ
う
で
な
け
れ
ば
舞
わ
せ
ら
れ
な
い
も
の
で
も

あ
る
。
内
容
が
い
か
に
無
責
任
の
出
放
題
デ
タ
ラ
メ
を
並
べ
立
て
て
い
よ
う
と
も
（
実
は
む
し
ろ
そ
こ
が
見
所
・
見
せ
所
な
の
で
あ
る
が
）
、

何
は
と
も
あ
れ
結
果
的
に
そ
れ
ら
が
筆
者
の
か
一
家
言
。
と
し
て
読
む
に
堪
え
る
だ
け
の
面
白
き
を
も
っ
て
い
さ
え
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
で
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目
的
は
十
分
達
せ
ら
れ
る
わ
け
で
あ
る
。

笠
翁
の
小
説
戯
曲
に
お
け
る
手
法
上
の
一
大
特
色
は
、
あ
の
手
こ
の
手
を
使
つ
て
の
新
奇
な
趣
向
や
仕
掛
け
を
機
軸
に
し
て
、
意
外
性
を

狙
う
筋
立
の
巧
み
さ
面
白
き
を
常
に
最
優
先
さ
せ
、
も
っ
ぱ
ら
意
図
的
・
作
為
的
・
ご
都
合
主
義
的
に
グ
創
作
。
し
て
行
こ
う
と
す
る
と
こ

ろ
に
あ
っ
た
。
そ
し
て
そ
れ
ら
総
て
を
発
動
き
せ
る
そ
も
そ
も
の
原
動
力
と
も
な
っ
て
い
る
の
が
、

あ
そ
び
ご
こ
ろ

た
か
な
る
遊
戯
的
精
神
で
あ
っ
た
。

こ
の
作
者
に
特
有
の
、
実
に
旺
盛
し
た

本
稿
で
取
り
挙
げ
て
き
た
随
筆
U

舞
文
が
、
小
説
戯
曲
と
は
全
く
性
格
ジ
ャ
ン
ル
を
異
に
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
申
す
ま
で
も
な
い
。

し
か
し
な
が
ら

こ
の
作
者
の
極
め
て
個
性
的
な
、
基
本
的
感
覚
・
発
想
の
点
に
お
い
て
言
う
な
ら
ば
、

ジ
ャ
ン
ル
の
違
い
を
超
え
て
常
に

そ
の
基
盤
を
共
通
に
し
て
い
る
も
の
が
あ
る
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。



『
開
情
偶
寄
』
中
、
残
る
願
養
部
に
つ
い
て
は
、
ま
た
別
に
稿
を
改
め
る
こ
と
に
し
た
い
と
思
う
。

、
迂

(1 (2 

『
開
情
偶
寄
』
考
（
二
）
、
第
四
章
参
照
。

詞
曲
部
（
格
局
第
六
・
家
門
）
に
お
い
て
笠
翁
は
次
の
よ
う
に
言
っ
て
い
る
。
「
場
中
間
巻
、
看
至
第
二
三
行
而
始
覚
其
好
者
、
即
是
可
取
可

棄
之
文
。
開
巻
之
初
能
柏
村
試
官
眼
晴
一
把
掌
住
、
不
放
転
移
、
始
為
必
筈
之
技
。
吾
願
才
人
挙
筆
、
尽
作
是
観
、
不
止
墳
詞
而
巳
也
」
。
ま
た
、

こ
の
箇
所
に
対
し
て
与
え
ら
れ
た
眉
批
は
、
「
王
左
車
云
、
先
生
之
文
、
篇
篇
若
是
、
先
生
之
書
、
部
部
若
是
、
所
謂
現
身
説
法
者
也
」
。
巧

み
な
評
語
で
あ
る
。

「
戴
拙
」
と
は
、
恥
・
欠
点
・
失
態
等
を
隠
蔽
し
糊
塗
す
る
こ
と
。
ボ
ロ
を
出
さ
ぬ
よ
う
に
す
る
、
上
辺
を
う
ま
く
取
り
繕
う
、
の
意
。
『
間

情
偶
寄
』
中
、
十
四
箇
所
に
わ
た
っ
て
こ
の
語
が
見
え
、
笠
翁
の
好
ん
だ
用
語
で
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
例
え
ば
、
本
稿
中
す
で
に
述

べ
た
「
燈
燭
」
の
芯
を
勢
る
方
法
を
説
い
て
い
る
な
か
で
、
「
未
試
維
何
？
暗
提
縫
索
、
用
保
偏
登
場
之
法
是
巳
」
と
し
て
そ
の
作
り
方
を
示

し
た
の
ち
に
も
、
こ
う
言
っ
て
い
る

l
l

「
予
創
為
是
法
、
非
有
心
怯
巧
、
不
過
善
戴
其
拙
」
。
笠
翁
独
特
の
か
面
白
い
。
口
吻
で
あ
る
と
言

、
え
ト
品
、
フ
。

こ
の
成
句
（
本
事
詩
・
情
感
に
基
づ
く
）
は
「
願
養
部
・
節
色
第
四
」
の
な
か
で
笠
翁
自
身
が
用
い
て
い
る
の
を
、
評
者
が
こ
こ
に
逆
用
し

た
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
l
l

老
子
の
言
葉
「
不
見
可
欲
、
使
心
不
乱
」
を
捉
え
て
彼
独
特
の
逆
の
見
方
を
提
示
し
、
「
：
：
：
使
終
日
不
見
可

欲
而
遇
之
一
旦
、
其
心
之
乱
也
、
十
倍
於
常
見
。
可
欲
之
人
不
如
日
在
可
欲
之
中
、
与
此
輩
習
処
、
則
是
，
司
空
見
慣
揮
聞
事
。
失
」
と
言

っ
て
い
る
。

全
く
同
様
に
、
そ
の
字
面
・
形
状
よ
り
見
て
の
発
想
か
ら
、
非
常
に
好
色
的
な
か
面
白
い
。
こ
と
を
述
べ
て
い
る
も
の
に
「
西
施
舌
」
（
飲
傑

部
・
零
星
水
族
）
が
あ
る
。
「
西
施
舌
」
と
は
一
名
、
沙
蛤
と
も
い
う
貝
の
異
名
で
あ
る
が
、
次
の
よ
う
に
舌
T
J

。
「
所
謂
「
西
施
舌
』
者
、

状
其
形
也
。
白
而
潔
、
光
而
滑
、
入
口
眠
之
、
織
然
美
婦
之
舌
、
但
少
朱
唇
時
歯
牽
制
其
根
、
使
之
不
留
而
即
下
耳
。
此
所
謂
状
其
形
也
。

若
論
鮮
味
、
則
海
錯
中
尽
有
過
之
者
、
未
甚
奇
特
、
染
願
此
味
之
人
、
但
索
美
舌
而
恥
之
、
即
当
屠
門
大
鴫
失
」
。

3 4 5 


