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シ
ン
プ

レ
ク
ス
法
は
煩
わ
し
い
0
.そ
の
た
め
可
能
な
か
ぎ
り

簡
単
な 

近
似
的
な
算
法
を
用
い
る
の
が
ょ
い
。
こ
こ
で
.は
、
発
電
所
群
を
、
火
力 

と
自
流
水
力
と
い
ぅ
ょ
ぅ
な
ニ
群
梆
成
や
さ
ら
に
三
群
構
成
に
直
し
、
そ 

の
各
々
が
正
確
に
み
た
す
パラ

メ
タ
と
、
余
剰
を
も
つ
て
み
た
す
パラメ
 

タ
と
を
、
費
用
の
制
約
の
下
で
較
べ
て
最
適
解
を
導
く
。

そ
の
原
理
を
簡
単
に
示
す
と
、
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.
資
料
に
っ
ぃ
て
は
、
電
力
中
央
研
究
所
、
山
岡
春
夫
氏
の
多
大
の
御
好
意
を 

う
け
た
。

田
中
激
五
郎

■著

.

『

北
一
輝
丨

日
本
的
フ
ァ
シ
ス
ト
の
象
徴』

.最
近「

十
三
階
段
へ
の
道」

と
い
う
映
画
が
上
映
さ
れ
、
反
響
を
呼
ん
で
い

る
。
こ
れ
に
は
、
第
二
次
世
思
大
戦
の
火
っ
け
役
、
ア
ゥ
シ
ュ
ゥ
ィ
ッ
ッ
に
お

け
る
残
虐
な
大
量
殺
戮
の
責
任
者
と
し
て
、

ニ H

ル
ン
ベ
ル
ク
の
法
廷
で
裁
か

れ
た
へ
ル
マ
ン
，
ゲ
ー
リ
ン
ダ
を
は
じ
め
と
す
る
ナ
チ
ス
の
指
導
者
の
傲
然
た

る
.姿
が
う
っ
し
出
さ
れ
る
。
彼
ら
は「

1

」

を
主
張
し
て
一
歩
も
譲
ら
ず
、

被
告
の
ひ
と
り
で
あ
る
将
軍
は
、「

わ
れ
わ
れ
の
失
敗
は
、
た
だ
二
倍
の
石
油
と

1

一
倍
の
飛
行
機
を
も
た
な
か
，っ
た
に
す
ぎ
な
い」

_と
ぼ
ー
|目
し
て
は
ば
か
ら
な
か

っ
た
。
わ
れ
わ
れ
は
こ
の
映
画
に
よ
っ
て
、
人
間
の
徹
底
的
に
堕
落
し
っ
く
し

た
姿
、
ナ
チ
ズ
ム
特
有
の
フ
ァ
ナ
テ
ィ
ズ
ム
と
獸
の
よ
う
な
擰
猛
性
、
そ
し
て
計

画
的
に
し
て
残
忍
な
合
理
主
義
に
っ
い
て
深
く
考
え
さ
せ
ら
れ
る
と
と
も
に
、

か
っ
て
の
日
本
の「

無
責
任
の
体
系」

と
も
い
う
べ
き
軍
国
主
義
的
フ
ァ
シ
ズ

(

1)

ム
の
矮
小
性
に
気
が
っ
く
で
あ
ろ
う
。
東
京
栽
判
に
お
い
て
明
ら
か
に
さ
れ
た 

よ
う
に
、
日
本
の
軍
国
主
義
者
や
フ
ァ
シ
ス
ト
は
、
そ
の
戦
争
責
任
を
と
ろ
う 

と
せ
ず
、
そ
れ
を
上
へ
上
へ
と
転
嫁
す
る
。
ま
た
当
時
の
重
臣
そ
の
他
の
上
層

書

評

部
は
、
天
皇
お
よ
び
彼
ら
自
身
に
政
治
的
責
任
が
帰
す
る
の
を
恐
れ
て
、
つ
と 

め
て
絶
対
主
義
的
惻
面
を
抜
き
と
ろ
う
と
し
て
い
た
。「
上
官
の
命
は
即
ち
朕
が 

命
な
り
と
心
得
よ」

と
い
う
軍
人
勅
諭
の
文
句
か
ら
し
て
、
す
べ
て
の
戦
争
責 

任
は
、
朕
で
あ
る
と
こ
ろ
の
.天
畠
に
帰
す
ベ
き
は
ず
で
あ
る
の
に
、
天
皇
は
戦 

争
責
任
者
と
し
て
罪
に
問
わ
れ
な
：が
'っ
た
ば
か
り
か
、
誰
に
対
し
て
も
責
任
を 

負
っ
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。.
ナ
チ
ス
の

指
導
者
が
、
敗
戦
の
.責
任
は
こ
れ
を 

感
じ
な
が
ら
、
し
か
し
無
罪
を
堂
々
と
主
張
し
た
の
に
反
し
、
東
条
英
機
は
、
 

ゥH

ッ
ブ

裁
判
長
が
、「

デ

ス

•
パ

イ

.
ハ
ン
グ
ー」

と
宣
告
し
た
と
き
に
、

頭 

を
垂
れ
て1

礼
し
た
と
.い
わ
れ
る
0
卑
屈
な
日
本
的
フ
ァ
シ
ス
ト
の

姿
で
は
な

、

、
o

現
在
の
わ
が
国
に
.は
、
も
は
や
か
つ
て
の
軍
国
主
義
的
フ
ァ
シ

.ス
ト
は
ー
应 

葬
ら
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
昔
と
は
ち
が
っ
た
形
で
、
ネ
オ

.
フ
ァ

シ
ズ 

ム
が
大
手
を
振
っ
て
横
行
し
て
は
い
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
こ
ろ
み
に
、
新
聞
を 

開
い
て
、
国
会
で
の
質
疑
応
答
を
注
意
し
て
読
ん
で
み
た
ま
克
。
岸
首
相
や
藤 

山
外
相
の
答
弁
は
、
日
本
国
民
に
た
い
し
’
政
治
の
責
任
を
負
っ
て
い
る
と
い 

う
よ
り
は
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
政
府
に
た
い
し
て
負
っ
て
い
る
よ
う
な
観
が
あ 

る
。
確
乎
た
る
信
念
が
あ
る
よ
う
に
見
え
な
が
ら
、
そ
の
実
、
他
国
の
政
治
動 

向
の
ま
に
ま
に
、
浮
草
の
如
く
に
身
を
ゆ
だ
ね
つ
つ
あ
る
の
が
、
わ
れ
わ
れ
の 

祖
国
の
運
命
を
左
右
す
る
政
治
家
の
態
度
で
あ
り
、
ま
た
一
九
六
〇
申
の
日
本 

の
政
治
の
現
状
な
の
だ
。
彼
ら
の
答
弁
を
き
い
.て
い
る
と
ア
メ
リ
カ
の

面
子
さ 

え
た
て
れ
ば
、
あ
と
は
：̂
う
な
っ
て
も
い
い
、
ど
う
に
か
な
る
だ
ろ
う
と
い
う 

よ
う
な
祖
国
喪
失
症
と
-'
%
い
う
べ
き
ニ
ヒ
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な

も
の
を
感
じ
な
い

四

三

(

四

五
九)



で
は
い
ら
れ
な
い
。
こ
の
よ
う
な
心
理
は
、
太
平
洋
戦
争
を
は
じ
め
る
と
き
の 

.

「

清
水
の
舞
台
か
ら
と
び
お
り
る
つ
も
り
で」

と
い
う
東
条
英
機
の
心
境
と
決
. 

し
て
無
縁
.で
は
な
い
。
東
条
は
お
そ
ら
く
、「

あ
と
は
ど
う
に
か
な
る
だ
ろ
う」 

と
い
う
気
持
で
、
何
の
勝
算
も
な
く 

■

を
は
じ
，め
た
の
で
あ
ろ
う
が
、
今
日 

国
会
で
の「

新
安
保
条
約」
に
つ
い
て
の
^
^n

相
の
答
#
に
は
、
と
こ
だ
け
何 

と
か
な
れ
ば
、
あ
と
は
ど
う
に
か
な
る
だ
ろ
う
か
ら
、
う
ま
く

旁
い
く
る
め
れ 

ば
そ
れ
で
よ
い
の
だ
と
い
よ
う
な
フ
ァ
シ
ス
ト
的
な
無
責
任
な
態
度
が
あ
り
あ 

り
と
う
か
が
わ
れ
る
。
こ
れ
で
は
屆
民
だ
け
が
馬
鹿
を
み
る
わ
け
で
あ
り
、
 

余
命
い
く
ば
く
も
な
ぃ
老
朽
於
命
家
は
澌
卜
い
V

若
い
わ
れ
わ
れ
は
安
心
し 

て
い
ら
れ
な
い
。
い
い
か
え
る
な
ら
ば
、

一
度
死
ん
だ
は
ず
の
フ
ァ
シ
ズ
ム 

は
、
永
遠
に
死
ん
だ
わ
け
で
は
な
い
し
、
む
し
ろ
蘇
生
し
つ
つ
あ
る
の
だ
。
か 

つ
て
テ
オ
ド
ー
ル
•
プ
リ
ー
ヴ
ィ
エ
は
、
第
一
次
世
界
大
戦
後
の
ド
イ
ッ
革
命 

の
経
過
を
対
象
と
し
て
、「

ヵ
イ
ゼ
ル
は
去
っ
た
が
、
将
軍
た
ち
は
残
っ
た」

と 

い
う
小
説
を
書
い
た
が
、
わ
が
国
で
は
、
ヵ
イ
ゼ
ル
も
将
軍
た
ち
も
そ
し
て
ま 

た
フ
ァ
シ
ス
ト
も
残
っ
て
い
る
の
だ
。

木
，
，

 

* 

承

II
!
中
惣
五
郎
教
授
の
労
作
、「

北
一
輝——

日
本
的
フ
ァ
シ
ス
ト
の
象
徴」

は 

こ
の
よ
う
な
現
代
日
本
の
政
治
の
動
向
に
関
心
を
払
い
な
が
ら
ま
と
め
上
げ
ら 

れ
た
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、「

は
し
が
き—I

に
お
い
て
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
書 

い
て
お
ら
れ
る
0「

ネ
オ

.
フ
ァ
シ
ズ
ム
の
気
流
が
、
し
だ
い
に
色
こ
く
流
れ
は 

じ
め
て
い
る
今
日
こ
の
ご
ろ
、
い
ま
一
度
こ
の
前
の
フ
ァ
シ
ズ
ム
段
階
を
ふ
り 

か
え
っ
て
み
る
こ
と
は
、
ぜ
ひ
と
も
必
要
で
あ
る
ま
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
歴

四

四

(

四
六
〇)

史
は
く
り
か
え
す
と
か
、
ら
せ
ん
状
に
回
転
す
る
と
か
い
わ
れ
る
が
、
そ
れ
は 

と
も
か
く
と
し
て
歴
史
の
中
で
う
ご
く

人
間
が
同
じ
日
本
人
で
あ
り
、
し
か
も 

時
代
が
そ
う
犬
し
て
は
な
れ
て
い
な
い
と
し
た
ら
、
意
識
的
無
意
識
的
に
同
じ 

う
ご
き
方
を
動
く
で
あ
ろ
う
こ
と
が
予
想
さ
れ
、
戒
心
を
要
す
る
の
で
あ
る」 

と
。
 

- 

• 

本
書
は
、
は
し
が
き
、
第
一
章
人
間
形
成
、
第
二
章
国
体
論
及
び
純
正 

社
会
主
義
、
第
三
章
中
国

■革
命
へ
の
参
加
、
第
四
章
ふ
た
た
び
支

^

^
 

の
た
め
に
、
第
五
章
日
本
改
造
法
案
、
第
六
章
北
の
活
躍
と
沈
潜
、
第
七 

章
中
間
層
の
苦
悶
と
動
揺
、
第
八
章
対
立
と
矛
盾
、
第
九
章
ニ
丄
一
六 

事
件
、
北
一
輝
年
譜
か
ら
成
っ
て
い
る
。
資
料
的
研
淹
と
し
て
、
今
後
の
フ
ァ 

シ
ズ
ム
研
姥
に
大
き
な
貢
献
を
な
す
で
あ
ろ
う
本
書
に
、
わ
た
く
し
は
、
克
明 

な
批
評
を
加
え
る
ほ
ど
の
専
門
家
で
は
な
い
が
、
日
本
の
フ
ァ
シ
ズ
ム
に
い
さ 

さ
か
興
味
を
感
ず
る
ひ
と
り
と
し
て
、
で
き
る
だ
け

忠
実
な
紹

介

と
読
後
感
と 

も
い
う
べ
き
も
の
を
の
べ
さ
せ
て
い
た
だ
く
も
の
で
あ
る
。

本
書
に
は
、「

日
本
的
フ

T
シ
ス
ト
の
象
罾

」

と
い
う

副
題
が
附
せ
ら
れ
て
い 

る
こ
と
か
ら

も
明
ら
.か
な
よ
う
に
、
.著
者
は
、
北

一
輝
と
い
う

典
型
的
な
日
本 

の
フ
ァ
シ
ス
ト
の
生
涯
：か
ら
、

フ
ァ
シ
ズ
ム
一

般
の
問
題
を
論
じ
な
が
ら
、
そ 

の
な
か
で
日
本
の
政
治
的
経
済
的
諸
条
件
、
特
有
な
！̂

:
的
風
土
に
規
定
さ
れ 

な
が
ら
形
成
さ
れ
た
と
こ
ろ
の
天
皇
制
フ
ァ
シ
ズ
ム
を

把
握
し
よ

う

と
努
力
さ 

れ
て
い
る
。
こ
う

考
え
る
こ
と
に
よ

っ
て
は
じ
め
て
、「

日
本
的
フ
ァ
シ
ス
ト

」

 

お
よ
び「

象
微」

と
い
う

言
葉
が
理
解
さ
れ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

フ
ァ
シ
ズ
ム
と
は
何
で
あ
る
か
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
。ハ
ー
ム
•
ダ
ッ
ト

(
P
a
l
m
e

 D
u
t
t
)

や
デ
ィ
ミ

ト
ロ
フ(

p

D
i
n
l
i
t
r
o
f
f
)

あ
る
い
は
ス
タ

ー

リ
ン
な
ど
の
研
淹
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
が
、
そ
の
な
か
で
も
デ
ィ
ミ
ト 

ロ
フ
の
フ
ァ
シ
ズ
ム
に
つ
い
て
の
定
義
は
有
名
で
あ
る
。. 一

九
三
三
年
、
ヒ
ッ 

ト
ラ

ー

に

よ

る

ド

イ

ツ

堂

の

放

火

事

件

に

さ

い

し

て

、
矶
入
と
し
て 

デ
ッ
チ
上
げ
ら
れ
た
ブ
ル
ガ
リ
ア
共
産
党
の
指
導
者
ゲ
オ
ル
ギ
I •

デ
ィ
ミ
ト 

ロ
フ
は
、
ナ
チ
ス
の
法
廷
に
お
い
て
、
そ
の
事
件
が
陰
謀
で
あ
る
こ
七
を
罾
_ 

し
、
歴
史
的
な
勝
利
を
獲
ち
得
た
の
t
あ
っ
た
が
、
彼
に
よ
れ
ば
、

「

，フ
ァ
シ
ズ
ム
は
勤
労
大
衆
に
た
い
す
る
資
本
の
も
っ
と
も
残
忍
な
攻
撃 

で
あ
る
。

フ
ァ
シ
ズ
ム
は
荒
れ
狂
ぅ
排
外
主
義
で
あ
り
、
侵
略
f

で
あ
る
。
 

フ
ァ
シ
ズ
ム
は
気
狂
い
じ
み
た
反
動
で
あ
り
、
反
革
命
で
あ
る
。

フ
ァ
シ
ズ
ム
は
労
働
者
階
級
お
よ
び
全
^
労
者
の
も
っ
と
も
兇
悪
な
敵
で
あ 

る
0」 

.,

フ
ァ
シ
ズ
ム
一
般
に
た
い
す
る
こ
の
矩
義
が
、
そ
の
本
質
を
つ
い
て
い
る
と 

す
れ
ば
、「

日
本
的
フ
ァ
シ
ス
ト
の
象
罾」

と
し
て
の
北
一
輝
の
行
動
も
、
.こ
ぅ 

し
た
.フ
ァ
シ
ズ
ム
的
思
考
様
^
か
ら
自
*
で
は
あ
り
克
な
い
0
つ
ま
り
、
北

一
 

輝
も
や
は
り
、
独
占
資
本
の
か
い
ら
い
で
あ
り
、
気
驻
い
じ
み
た
反
動
、
排
外 

主
義
者
で
あ
り
、
全
勤
、労
大
衆
の
兇
悪
な
敵
の
ひ
と
り
で
あ
っ
た
亡
と
に
な 

る
。 

•

た
だ
北1

輝
が
、
た
ん
な
る
右
翼
ゴ
口
、
大
陸
浪
人
と
は
ち
が
：っ
て
、
フ
ァ 

シ
ズ
ム
陣
営
の
1

者
、
そ
の
黒
蒸
存
在
と
み
ら
れ
た
の
は
.、
.彼

が

.
日

本

の
 

フ
ァ
シ
ズ
ム
運
動
に
お
い
て
、
.そ
の
理
論
的
最
筒
峰
に
位
す
る
地
位
に
あ
つ
た

か
ら
で
あ
ふ
。
最
近
わ
れ
わ
れ
は
そ
の
主
著
、
国
体
論
及
び
純
正
社
会
主
義
、

支
i

命
外
史
、
国
家
改
造
案
原
理
大
綱
、
日
本
改
造
法
i

綱
を
手
に
い
れ 

る
こ
と
が
で
き
た
が
、

〕

そ

の

|^
罾
の
批
判
は
別
と
し
て
も
、

日
本
フ
ァ
シ
ズ
ム 

の
経
典
と
し
て
の

彼
の
尨
大
な
著
作
は
、
わ
れ
わ
れ
を
ひ
き
つ
け
ず
に
お
か
な 

い
で
あ
ろ
う
。

明
治
中
期
に
お
け
る
抵
杭
思
想
の
芽
生
え
ば
、
ひ
と
つ
は
キ
リ
ス
ト
教
f

 

想
か
ら
、
第
二
は
文
学
上
の
口
ー
マ
ン
主
義
思
想
か
ら
、
第
三
は
ト
ル
ス
ト
ィ 

流
の
平
1
論
か
ら
社
会
主
義
的
思
想
へ
の
発
展
の
な
か
か
ら
で
あ
っ
た
と
い
わ 

れ
て
い
る
。
し
か
し
北一

輝
の
生
い
.立
ち
を
読
む
と
、
こ
れ
ら
と
は
別
に
、
明 

治
維
新
丨
自
.由
民
権
運
動
の
挫
折
丨
®

#
主
義
へ
の
転
換
と
い
う
抵
矶
M
想
の 

ゆ
が
め
ら
れ
た
系
譜
を
迪
る
こ
.

と
が
で
き
る
と
思
う
。「

明
治
維
新
の
転
換
の 

中
で
、
名
主
か
ら
戸
長
、
戸
長
か
ら
町
長
：と
変
っ
て
も
、
北
家
の
地
方
的
親 

方
と
し
て
の
立
場
は
変
ら
な
か
っ
た
。
自
由
民
権
蓮
®;
の
波
も
、

四
五
里
の
波 

の
上
を
正
確
に
わ
た
っ
て
き
た
。
と
く
に
i

i

北
慶
太
郞
と
し
て
は
、
明 

治
十
四
年
の
植
木
枝
盛
.の
.『

酒
屋<

*
』

に
共
鳴
す
る
酒
造
税
増
洳
の
反
対
者' 

で
'あ
り
、
越
後
へ
馬
場
辰
猪
ら
が
き
た
と
い
え
ば
、
本
間
一
松
ら
と
海
を
渫
っ 

て
講
演
•を
聞
き
に
い
っ
た
り
し
た
。
ニ
、
三
年
た
っ
て
も
子
が
で
き
ず
、
出
し 

て
し

ま
お
う
か
な
ど

と

い
っ
て
い
た
こ
ろ
、
長
女
が
生
れ
、
明
治
一
六
年
に
長 

男
輝
次
郞
が
生
れ
た
の
で
あ
る」

(

一
七
3

。彼
の
生
家
は
、
佐
渡
湊
町
で
も
旧 

家
と
し
て
知
ら
れ
た
^
裕
な
酒
造
り
の
家
で
.あ
.っ
た
が
、
父
が
海
運
業
に
手
を 

出
し
た
と
こ
ろ
か
ら
0

-b
、
明
治
三
〇
年
彼
が
新
設
の
中
学
校
に
入
学
し
た 

十
五
歲
か
ら
、
や
が
て
そ
こ
.を
退
学
し
て
十
九
歳
の
と
き
、
上
京
し
て
导
稲
田



大
学
の
聴
講
生
と
な
っ
た
こ
ろ
に
は
、

一
家
は
全
く
没
落
し
て
し
ま
っ
た
。
.
一
 

方
彼
は
、
ニ
家
の
没
落
に
苦
し
み
な
が
ら
も
、
日
本
帝
国
主
義
の
勝
利(

日
露 

戦
争)

や
戦
争
反
対
を
叫
ん
で
注
目
を
あ
び
た
平
民
社
の
運
動
に
、
青
年
ら
し 

い
反
应
を
示
し
た
"
わ
れ
わ
れ
は
、
こ
こ
で
、
北
を
と
り
ま
く
環
境
と
し
て
、
 

㈠
自
由
民
構
運
動
の
失
敗
と
そ
の
国
権
主
義
へ
の
転
換——

偏
狭
な
民
族
主
義 

思
想
の
枱
頭
と
、
中
国
お
よ
び
1

に
た
い
す
る
蔑
視
I

、
㈡
天
皇
制
絶
対
. 

主
義
の
確
立
と
帝
国
主
義
f

l

日
露
戦41̂

—

、S

こ
れ
に
反
対
し
抵
抗 

す
る
社
会
主
義
勢
力——

平
民
社
を
中
心
と
す
る
一

の̂
枱
頭
、
こ
れ
ら
の
客 

観
的
諸
条
件
に
対
し
て
、
生
家
の
没
落
、
北
自
身
が
性
格
的
に
も
つ
ロ
マ
ン
チ 

シ
ズ
ム——

貴
族
趣
味
.
英
雄
主
義
な
ど
の
•主
体
的
条
件
を
照
痧
さ
せ
る
な
ら 

ば
、
後
年
の
フ
ァ
シ
ス
ト
と
し
て
の
彼
の
出
現
も
不
思
議
で
は
な
い
。
フ
ァ

. 

シ
ズ
ム
の
大
衆
的
基
盤
が
、
し
ば
し
ば
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
、
独
占
資
本
主
義 

の
発
展
の
過
程
で
、
没
落
を
余
儀
な
く
さ
せ
ら
.れ
て
ゆ
く
中
産
階
級
も
し
く
は 

下
層
中
級
か
ら
派
生
す
る
不
满
分
子
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
北
も
ま
さ 

に
そ
う
し
た
^
級
的
落
伍
者
の
ひ
と
り
で
あ
.っ
た
と
い
.っ
て
は
云
い
す
ぎ
で
あ 

ろ
う
か
。
や
が
て
彼
が
社
会
主
義
に
興
味
を
感
じ
3
と
く
に
社
会
主
義
者
、
幸 

徳
秋
水
や
無
政
府
主
義
者
、
大
杉
栄
と
親
交
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
を
、
た
と 

え
ば
ム
ッ
ソ
リ
ー
ニ

.4
、

そ
の
若
#
日

は

、

熱

■̂.な
サ

ン
テ

ィ

カ

リ
ス
ト
で
あ 

っ
た
と
い
う
こ
と
な
ど
と
考
え
合
せ
る
と
興
味
深
い
。
明
治
三
九
年
弱
冠
一

一
十 

三
歲
を
も
っ
て
出
版
さ
れ
た「

国
体
論
お
よ
び
純
正
社
会
主
義」

は
こ
う
し
た 

客
観
的
お
よ
び
主
体
的
な
諸
条
件
の
な
か
で
生
ま
れ
た
の
で
あ
っ
た
が
、
著
者 

は
、
第
二
章
に
お
い
て
、

こ
の
書
の
内
容
を
き
わ
め
て
詳
細
に
紹
介
し
て
い

四

六

(

四
六
二)

る
。
当
時
、
：福
田
徳
三
や
河
上
肇
の
よ
う
な
新
進
気
鋭
の
経
済
学
者
が
、
こ
れ 

を
絶
讃
し
も
し
く
は
高
く
評
価
し
た
と
：い
わ
れ
て
い
る
が
、
い
ま
こ
れ
を
読
む 

に
、.
論
理
が
混
乱
し
て
.お
り
、
概
念
が
不
明
確
で
あ
る
ば
か
り
か
、
感
情
的
な 

非
難
攻
擊
が
多
く
、
結
局
何
を
^
わ
ん
と
し
て
い
る
の
'か
よ
く
わ
か
ら
な
い
と 

い
う
ほ
：か
は
な
い
。
福
田
お
よ
び
河
上
両
氏
が
、
こ
の
書
を
絶
讃
し
た
こ
と 

が
、
も
し
事
実
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
た
だ
無
名
の一

青
年
の
努
力
と
勇 

気
に
た
い
し
て
で
あ
り
、
.ま
た
日
本
の
経
済
学
界
が
も
っ
ぱ
ら
翻
訳
紹
介
の
時 

代
に
あ
り
、
多
分
に
よ
せ
あ
つ
め
的
で
は
あ
る
が
、
大
部
の
こ
€:書
に
幻
惑
さ 

れ
た
結
果
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
.し
か
し
国
体
論
と
題
し
、
天
皇
制
を
は
じ
め
て 

問
題
に
し
た
こ
と
に
む
し
ろ
本
書
の
意
味
が
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
朝
憲
紊
乱
を 

理
由
に
発
禁
に
処
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
苦
心
の
力
作
が
発
禁
と
な
り
、
生
活 

は
ま
す
ま
す
苦
し
く
な
っ
た
。
そ
の
結
果
、
や
が
て
中
国
大
陸
へ
わ
た
り
、
革 

命
に
参
加
し
、
フ
ァ
シ
ス
ト
の
巨
頭
た
ふ
べ
き
地
歩
を
き
ず
く
の
で
あ
っ
て
、
 

第
三
章
お
よ
び
第
四
章
は
、
中
囯
に
お
け
る
彼
の
活
躍
に
つ
い
て
く
わ
し
く
論 

じ
ら
れ
て
い
る
。

本
書
を
読
ん
で
感
ず
る
こ
と
は
、
北
は
一
体
、
自
分
の
職
業
の
選
択
と
い
う 

こ
と
を
真
剣
に
考
え
た
の
，か
ど
う
か
と
い
う

こ

と

で
あ
る
。
彼
が
学
者
や
政
治 

家
も
し
く
は
官
吏
な
ど
、
い
や
し
く
も
当
時
の
イ
ン
テ
リ
ゲ
ン
チ
ャ
が
望
む
よ 

う
な
職
に
あ
り
つ
こ
う
と
し
な
か
っ
た
>
い
う
そ
の
行
動
の
な
か
で
、
階
級
的 

落
伍
者(

=
=

大
陸
浪
人)

と
い
う
フ
ァ
シ
ス
ト
に
固
有
な
も
の
が
見
ら
れ
は
し
な 

い
だ
ろ
う
か
。
す
な
わ
ち
著
者
は
い
う
。「

支
那
浪
人
的
な
人
に
も
、
大
別
し 

て
、
中
国
の
権
力
者
と
交
渉
す
る
日
本
政
府
の
手
足
を
.つ
と
め
る
人
々
と
、
こ

の
権
力
を
打
倒
し
よ
う
と
す
る
中
国
の
革
命
家
た
ち
と
交
渉
を
も
と
う
と
す
る 

人
々
と
に
わ
か
れ
る
。
北
輝
次
郎
の
場
合
は
、
社
会
主
義
者
と
し
て
国
内
的
に 

活
躍
す
る
こ
と
が
よ
り
本
筋
だ
と
思
わ
れ
る
が
、
社
会
主
義
的
な
面
が
や
や
も 

す
れ
ば
あ
い
ま
い
で
あ
り
、

一
般
的
風
潮
の
た
め
、
個
対
社
会
、
.階
級
対
階
級 

の
問
題
よ
り
、
.国
家
対
世
#
、
国
家
対
国
家
の
問
題
を
重
要
視
す
る
た
め
に
、
 

北
は
帝
国
主
義
的
な
も
の
に
多
く
の
興
味
を
も
つ
に
至
っ
た
。
国
権
吣
豸
豸
、エ 

義
者
と
自
称
す
る
に
.い
た
っ
た
の
は
そ
の
た
め
で
あ
る」

と

(

一
一
六
頁)

。

石
川
啄
木
は
明
治
の
末
年
を
、「

時
代
閉
塞
の
現
状」

で
あ
る
と
慨
嘆
し
た 

が
、
日
露
戦
争
後
の
猛
烈
な
不
景
気
と
大
衆
の
貧
困
化
、
足
尾
お
よ
び
別
子
の 

鉱
山
の
暴
動
に
み
ら
れ
る
よ
う
な
階
級
闘
争
の
激
化
、
大
逆
事
件
に
象
徴
さ
れ 

る
社
会
主
義
者
に
た
い
す
■る
酷
烈
な
弾
庄
を
契
機
と
し
て
、
お
そ
ら
く
は
北 

は
、
'狭
苦
し
い
日
本
、
行
き
づ
ま
っ
た
社
会
主
義
は
こ
れ
を
す
て
て
、
無
智
蒙 

眯
に
し
て
四
億
の
民
が
待
つ
動
乱
の
中
国
大
陸
に
、
そ
の
野
心
と
精
力
の
は
け 

ロ
を
見
出
し
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
秘
密
結
社
中
国
同
盟
会
な
る
も
の
に
入 

会
し
た
の
は
、
明
治
維
新
の
志
士
的
な
選
民
意
識
か
ら
で
あ
り
、「

国
際
的
な
孫 

文
の
思
想
よ
り
は
民
族
的
な
黄
興
、
宋
教
仁
に
ひ
か
れ
た
こ
と
は
否
み
え
な
. 

い」
(

一
二
八
頁)

。
一
国
の
志
士
が
、
他
国
の
革
命
に
馳
せ
参
じ
た
例
は
多
い
。
 

フ
ラ
ン
ス
革
命
に
参
加
し
た
民
主
主
義
者
ト
ム
.
ペ
ィ
ン
の
如
き
は
、
祖
国
ィ 

ギ
リ
ス
に
蛇
蝎
の
よ
う
に
憎
恶
さ
れ
な
が
ら
、
自
由

•
平
等

.
友

愛

の

^

;

を 

擁
護
し
た
が
、
北
の
場
合
は
ペ
ィ
ン
と
は
異
な
っ
て
い
た
。
す
で
に
国
権
主
義 

者
と
な
っ
.て
い
た
北
は
ブ
ル
ジ
ョ
ア
革
命
と
し
て
の
中
国
革
命
が
、
民
主
主
義 

者
に
し
て
民
族
主
義
者
、
孫
文
に
よ
っ
て
お
こ
な
わ
れ
る
の
を
好
ま
な
か
っ

.

.

書

評

た
。
そ
し
て
そ
こ
か
ら
孫
文
に
た
い
す
る
甚
だ
し
い
憎
悪
と
偏
見
が
生
ま
れ 

る
。
著
者
は
こ
れ
に
つ
い
て
、
北
と
宋
教
仁
と
の
深
い
結
び
つ
き
、
こ
れ
に
反 

し
て
北
の
孫
文
に
た
い
す
る
い
わ
れ
の
な
い
偏
見
と
猜
疑
心
を
、
両

者(

つ
ま 

り
孫
文
と
宋
教
仁)

の

「

東
^

g

g問
と
®

#
的

学
巴
、
■

際
的
と
国
家
的」 

-と
い
う
へ
だ
た
り
、
こ
の
二
人
の
指
導
者
の
う
ち
、
.盟
友
と
し
て
の
宋
教
仁
が 

暗
殺
さ
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
孫
文
に
疑
い
を
か
け
た
こ
と
な
ど
か
ら
、
ま
す 

ま
す
孫
嫌
い
が
ひ
ど
く
な
っ
た
と
.の
べ
て
い
る
が(

一
六
八

丨

ー

六
九
頁)
、
 

根
本
的
に
は
や
は
り
、
中
国
民
族
ブ
ル
ジ
H
ア
ジ
ー
の
利
益
を
代
表
す
る
孫
文 

と
、
中
国
の
植
民
地
化
を
ね
ら
う
日
本
帝
国
主
義
の
走
狗
と
な
り
つ
つ
あ
っ
た 

北
と
の
対
立
と
し
て
把
握
す
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
う
で
な
い
な
ら
ば
、
 

わ
れ
わ
れ
は
、
の
ち
に
中
国
侵
略
の
理
論
的
支
柱
と
な
っ
た
北
の
フ
ア
シ
ズ
ム 

理
論
に
つ
い
て
理
解
し
難
く
な
る
で
あ
ろ
う
。

中
国
革
命
が
進
展
し
、
中
国
の
権
益
と
市
場
獲
得
を
め
ぐ
る
列
強
の
競
争
が 

は
げ
し
く
な
る
一
方
、
ニ
一 

ヵ
条
問
題
を
契
機
と
し
て
日
本
の
中
国
に
お
け
る 

形
勢
は
不
利
と
な
っ
た
。
さ
ら
.に
そ
の
後
革
命
の
主
体
が
す
で
に
労
働
者
お
よ 

び
学
生
の
手
に
う
つ
っ
て
い
っ
た
第
三
革
命
の
時
期
に
な
る
と
、
排
日
抗
日
運 

動
が
は
、

t

し
く
な
り
、
そ
の
上
、
日
本
国
内
に
社
会
的
経
済
的
危
機
が
激
化
し 

た
た
め
、
空
し
く
日
本
へ
帰
ら
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。
中
国
民
^
の
■

的
な 

.

昴
ま
り
の
ま
え
に
、
北
の
明
治
維
新
的
志
士
気
ど
り
は
敗
北
し
な
け
れ
ば
な
ら 

な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
大
体
に
お
い
て
、当
時
の
フ
ア
シ
ス
ト
が
、「

シ
ナ」 

と
呼
ぶ
と
き
、
そ
れ
は
共
産
主
義
の
防
波
提
と
し
て
、
中
国
を
日
本
帝
国
主
義 

の
支
配
下
に
お
こ
う
と
す
る
露
骨
な
意
図
の
あ
ら
わ
れ
で
あ
り
、「

日
本
の
愚
劣 

…

：
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.

は
、
米
国
の
称
え
る
'『

不
併
土
不
賠
償
1
の
主
張
を
極
力
支
持
せ
ず
に
、

f

t 

ほ
ど
の
rh
-地
を
と
り
、『

金
：を
貸
せ
ば
必
$
利
子
を
取
ら
ね
ば
た
ら
ぬ
^
い
う
質 

匿
の
宪
頭J

:
の
よ
う
な
考
え
方」

S

一一 
山
ハ
:5
と
い
っ
て
、
.慨
嘆
し
た
の
は
、

1

見
平
和
主
義
者
で
中
国
の
友
で
.あ
る
か
の
よ
う
众
口
吻
で
.あ
る
が
、
実
は
さ 

に
あ
ら
ず
、「

日
本
は
米
国
に
向
っ
て
亜
邦
利
加
の
独
領
占
有
を
約
束
し
、
米
国 

は
日
本
に
向
づ
て
赤
道
以
南
の
南
洋
独
領
を
約
東
す
る
。
然
ら
ば
青
島
争
奪
の 

醜
態
な
く
、
マ

ー

シ
ャ
ル
、
力

ロ
リ
ン
の
勘
少
な
る
獲
物
に
.非
ざ

る
の
み
な

ら 

ず
、
欧
州
の
舞
台
に
於
て
真
個
の
強
国
，た
る
認
識
を
得
る
の
で
あ
ら
た」

と
い 

う

.お

ど

ろ

く

べ

き主
張
を
展
開
す
る
の
で
あ
.っ
た
?
中

®
に

お

.け

る日
本
の
■政 

策
の
拙
劣
さ
に
憤
慨
し
た
北
は
、
日
本
の
国
家
改
造
に
深
く
想
い
を
い
た
す
よ 

う
に
な
る
。
第
五
章
は
、
中
国
の
f

に
希
望
を
失
っ
た
北
が
、

い
' .
か
に
し 

て
、
日
本
的
フ
ァ
シ
ス
ト
の
巨
^
と
な
っ
た

か
、
フ
ァ
シ
ズ
ム
の

経

典

と

.
い
わ 

れ
た
日
本
改
造
法
案
の
内
容
に
つ
い
て
ふ
れ
て
い
る
• 
°

国
家
改
造
の
手
段
の
第
一
と
し
て
、
天
皇
の
大
権
を
発
動
し
て
ニ
年
間
憲
法 

を
停
止
し
、「

両
院
ヲ
解
散
，

V

 
.全
国
ニ
戒
厳
令
ヲ
布
ク」

こ
と
か
ら
：は
.じ
ま 

り
、
：天
皇
は「

国
民
の
総
代
表
、
国
家
の
根
柱」

で
あ
り
、
：ま
た
、
在
郷
軍
人 

会
は
、

口
シ
ア
お
よ
び
ド
イ
ッ
.の
労
兵4

議
と
比
較
し
て
よ
り
合
理
的
で
あ 

り
、
国
家
改
造
に
よ
っ
て
私
有
財
産
を
ー
家
に
づ
き
邊
百
万
円」

、
私
企
業
に 

つ
い
て
は「

売
千
万
円」

%
限
度
と
し
て
、
そ
の
ほ
か
は
国
家
が
役
取
し
た
の 

ち
は
、
財
郷
軍
人
組
織
を
し
て
秩
序
の
維
持
、
私
有
財
産
の
調
査
に
あ
た
ら
せ
• 

る
と
い
う
の
.で
あ
る
0
そ
し
て
つ
い
に
は
、「

国
際
間-1

ヲ
ケ
ル
無
産
者
ノ
地
位

に
至
^
の
で
あ
る
。
.
':;
:
V 

パ

大

玉

十

ー

ニ

年
^
同
志
沃
錫
明
と
の
間
に
不
和
が
生
じ
た
た
め
、
フ
ア
シ
ス 

ト
の
団
体
、
§

せ
は
®

m
し
た
。
そ
の
後
昭
和
五
年
頃
か
ら
再
び
大
川
と
連 

絡
し
つ
つ
.、
陸
海
軍
青
年
将
校
た
：ち
の
間
に
そ
の
改
造
思
想
を
宣
伝
し
、
こ
れ 

に
よ
っ
て
、
一.一
.
一一■ふ
ハ
事
件
を
ひ
き
お
こ
す
種
が
彼
に
よ
っ
て
播
か
れ
た
こ
と 

に
な
る
の
で
あ
る
。
死
刑
に
処
■せ
ら
れ
る
ま
で
の
.彼
の
態
度
は
、
日
本
的
フ
ア 

シ
'ス
.ト
と
し
'て
ま
こ
と
に
象
徴
的
で
.あ
っ
た
V
Jと
.を
、
著
^
^
.は
..つ

き

の

よ

う

に 

指
摘
す
る
。「

北
が
フ
7-
シ
ス
ト
全
体
の
上
に
座
し
て
い
る
た
.め
、
そ
の
な
か
の 

部
分
が
強
引
に
動
き
は
じ
め
た
と
き
、
そ
の
方
向
に
引
き
ず
ら
れ
て
行
く
の
だ 

と
解
す
べ
き
：で
は
な
か
ろ
う
か
。

一
種
の『

象
徴』

と
も
い
5*
べ
く
、
そ
れ
は 

か
れ
の
超
的
な
態
度
と
相
反
映
す
る
点
で
、
い
さ
さ
か
天
皇
の
立
場
と
相
似
た 

る
も
の
と
い
え
.よ
う』

」

と
。
そ
の
意
味
で
は
、
晩
年
、
三
井
財
閥
か
ら
生
活
費 

を
恵
ま
れ
る
と
い
う
フ
ア
シ
ス
ト
'特
有
の
デ
，
ク
ラ
ッ
セ

の
生
活
を
お
く
っ
た 

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
へ
彼
自
身
も
0'
本
的
フ
ア
シ
ス
ト
と
し
て
の
悲
劇
を
背
負
っ 

て
V
た■ と

，-；> 
う
こ
と
ガ
.て
き
る
。
.

以
上
に
お
い
て
i

は
、
本
書
の
紹
介
を
終
る
が
、，
最
後
に
、
¥

な
批
判 

を
_
後
感
と
し
て
の
ベ
る

で
あ
ろ
う
。
本
書
は
資
料
的
な
研
资
と

し

て
す
ぐ
れ 

.た
価
値
を
も
っ
て
い
る
と
し
て
も
、
や
は
り
著
者
は
、
さ
き
のr

吉
野
作
造
1 

日
本
的
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
使
徒」

や

「

幸
徳
秋
水」

と
同
じ
く
、
北
一
輝
そ
の 

人
を
や
や
偶
像
視
し
て
い
る
か
の
よ
う
な
感
が
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
文
章
の
い
た 

る
と
こ
ろ
に
批
判
は
み
ら
れ
る
の
で
■あ
る

'^
、
全
体
と
し
て
や
は
■り
北
一
.
輝

の

ニ
ア
ル
日
本
ハ
、
正
義
ノ
名
二
於
テ」

擎
を
は
じ
め
る
権
利
が
あ
る
と
い
う
生
涯
を
美
し
く
描
き
す
ぎ
て
は
い
な
い
だ
ろ

'う
か
。
.も
ち
ろ
ん
雲
は
、
北
一

輝
が
、
い
わ
ゆ
る
大
陸
ゴ
ロ
と
ち
が

マ
て
、理
論
的
背
骨
を
も
つ
て
霞
か
れ
て
お 

り
、
フ
ア
シ
ス
ト
と
し
て

よ

り

は
、あ
る
い
は
人
間
と
し
て
 
一
#
^*
で

あ
.つ
，た
こ 

と
を
否
宏
す
る
も
の
で
は
な
い
。
悲
劇
の
主
人
公
と
し
て
の
北
一
輝
の
■心
情
に 

同
感
し
、彼

.の
生
涯
の
悲
劇
性
を
強
調
す
る
気
持
は
よ
く
わ
か
る
が
、文
学
と
し 

て
な
ら
.と
も
か
く
、
や
は
り
フ
ァ
シ
ズ
ム
の

本
質
の
理
論
的
^
明
と
い

ぅ

■
題 

に
真
剣
に
と
り
く
む
社
$

学
者
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
こ

に

き

び

し.■い

理

論

的 

反
省
が
な
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
は
な
か
ろ
ぅ
か
。(

未
来
社
、
.五
八
〇
円
>

:
c
l

)
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代
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発
展
の
過
程
は
人
間
の
決
断
が
：ら
独
立
し
て
起
る
も
の
で
は
な
い
。
あ
る
程 

...

度
^
で
歴
史
ぱ
人
間
自
身
に
よ
マ
て
構
成
さ
れ
る
。
従
っ
て
人
間
は
歴
史
の
過 

程
に
お
け
る
^ ,
な
’る
S
過
者
で
は
な
い
0 ；

自
律
的
な
存
在
者
と
し
て
決
断
し
、
 

未
来
.に
対
し
て
責
任
を
お
5:
;
。
歴
史
を
推
進
す
る
の
は
人
間
に
ほ
か
：な
ら
な
い 

の
で
あ
る
。
.

し
か
し
古
典
学
派
の
祖
ス
ミ
ス
に
と
っ
て
、
人
間
は
か
か
る
も
の
と
し
て
映 

じ
て
来
な
い
。
逆
に
そ
こ
で
は
、
人
間
は
行
動
す
る
存
在
者
で
は
な
く
、
も
の 

ご
と
が
彼
に
対
し
て
起
ら
て
来
る
受
身
の
存
在
者
と
み
な
さ
れ
て
い
た
。
そ
う 

い
っ
た
人
間
把
握
の
う
.え
に
立
っ
て
、
ス
ミ
ス
は
豸
^
の
過
罾
を
ど
う
理
解
し 

よ
う
と
.，し
た
か
。
ま
た
リ
カー

ド
を
へ
て
、
ミ
ル
に
い
た
り
、
人
間
を
め
ぐ
る 

，理
解
の
変
化
か
ら
、：
把
会
進
歩
に
対
す
る
見
解
が
ど
う
彩
わ
っ
て
い
っ
た
か
。
 

実
に
そ
の
過
程
が
こ
こ
で
紹
介
す
る
小
論
の
内
容
で
あ
：つ
た
。
以
下
に
そ
れ
を 

整
理
し
、
：古
典
学
派
理
解
の
ー
.助
に
し
た
ぃ
と
思
ぅ
。

周
知
の
如
く
、
ス
ミ
ろ
は
人
間
の
行
動
を
利
己
心
の
発
動
と
み
た
。
し
か
し 

利

己

心

か

ら

発

す

る

人

間

の

行

動

：に

ょ

つ

て

、

^
♦
が
#
豸
な
双
^
を
続
け
る 

:

と
ば
戚
お
な
か
つ
た
.。
.
#人
の

抂

盛

：な

活

躍

に

も

か

か

わ

^-
:
す
、
社
会
の
発
展 

.

は

一

^

の

阪̂
ぽ
に
と

ど

ま

る
。

.

..ス
ミ
ス
.は
そ
5
信
じ
た
。
彼
の
こ
の
主
張
の 

背
後
に
は
フ
^

®

の̂
.
-

<

間
観
が
あ
つ
た
0 
'
ノ

書

評
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