
７

埼
玉
工
大
研
究
紀
要

戦
後
日
本
に
お
け
る
墨
家
研
究
に
と
っ
て
一
九
七
三
、
七
四

年
は
一
つ
の
画
期
と
な
る
年
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
七
三
年

に
は
、
戦
後
の
墨
家
研
究
を
ほ
と
ん
ど
独
力
で
、
と
く
に
中
国

（

１

）

思
想
プ
ロ
パ
ー
の
研
究
者
と
し
て
は
ほ
と
ん
ど
独
力
で
研
究
さ

れ
て
こ
ら
れ
た
渡
辺
卓
氏
の
諸
業
績
が
「
古
代
中
田
思
想
の
研

究
《
孔
子
伝
の
形
成
》
と
儒
墨
集
団
の
思
想
と
行
動
」
と
し
て

（

９

）

）

出
版
、
氏
の
「
墨
子
」
に
か
か
わ
る
諸
研
究
が
集
大
成
さ
れ
、

そ
の
翌
年
、
七
四
年
に
は
十
論
二
十
三
篇
を
含
む
注
釈
書
、
「
墨

子
」
（
上
）
が
氏
の
手
に
よ
っ
て
刊
行
、
氏
の
「
墨
子
」
理
解

が
、
原
文
解
釈
を
通
じ
て
示
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
か
ら
で
あ

う
（
》
Ｏ

と
こ
ろ
で
渡
辺
氏
の
墨
家
研
究
は
、
す
で
に
多
く
の
研
究
者
が

そ
う
し
て
い
る
よ
う
に
、
以
下
の
よ
う
に
ま
と
め
る
こ
と
が
で

巽
弍
ご
つ
く
》
○

渡
辺
卓
氏
の
墨
家
研
究
と
そ
の
問
題
点

日
本
に
お
け
る
近
三
十
年
来
の
墨
家
研
究

孔
子
よ
り
後
、
孟
子
よ
り
以
前
に
活
動
し
た
、
墨
家
思

想
の
開
祖
、
墨
窪
は
工
匠
出
身
で
あ
り
、
か
れ
に
よ
っ
て

組
織
さ
れ
、
墨
家
思
想
の
そ
の
後
の
展
開
を
に
な
っ
た
墨

家
集
団
は
、
そ
の
初
期
に
は
比
較
的
小
規
模
な
城
邑
の
守

禦
を
担
当
し
て
い
た
が
、
戦
国
時
代
末
期
に
な
る
と
、
強

大
な
領
域
国
家
た
る
秦
と
の
関
係
を
深
め
て
い
っ
た
。

そ
う
し
た
集
団
の
性
格
の
変
化
は
、
そ
の
思
想
内
容
の

展
開
に
も
反
映
し
、
初
期
墨
家
が
「
兼
愛
」
を
ス
ロ
ー
ガ

ン
に
「
双
務
倫
理
」
と
「
弱
者
支
持
」
を
主
張
し
、
民
主

主
義
的
傾
向
を
帯
び
て
い
た
の
に
た
い
し
、
強
大
な
領
域

国
家
の
守
禦
を
担
う
後
期
墨
家
に
あ
っ
て
は
、
尚
川
、
非

命
な
ど
の
主
張
が
前
面
に
あ
ら
わ
れ
、
専
制
主
義
的
慨
向

を
強
く
帯
び
る
に
到
っ
た
。

尚
同
、
非
命
な
ど
に
み
ら
れ
る
専
制
主
義
的
傾
向
は
、

初
期
墨
家
の
集
団
内
部
の
規
律
と
し
て
、
尚
同
上
篇
に
す

で
に
み
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
墨
家
集
団
の
守
禦
の
対

岡

本

光

生
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渡
辺
氏
の
墨
家
思
想
へ
の
以
上
の
理
解
は
、
ま
た
い
わ
ゆ
る

「
墨
子
」
十
論
二
十
三
篇
に
た
い
す
る
文
献
批
判
と
も
関
連
す

る
の
で
あ
り
、
兼
愛
上
篇
、
非
攻
上
篇
な
ど
、
「
双
務
倫
理
」
と

「
弱
者
支
持
」
と
の
傾
向
を
持
つ
諸
篇
は
、
初
期
墨
家
の
手
に

な
る
も
の
で
あ
り
、
さ
ら
に
尚
同
上
篇
も
専
制
主
義
的
傾
向
を

も
ち
つ
つ
も
、
そ
れ
が
、
守
禦
集
団
で
あ
る
墨
家
集
団
の
内
部

規
律
の
反
映
と
い
う
性
格
を
持
つ
以
上
、
比
較
的
初
期
に
成
立

し
た
も
の
だ
と
さ
れ
る
。

一
方
、
よ
り
明
確
に
専
制
主
義
的
傾
向
、
事
大
主
義
的
傾
向

を
示
す
兼
愛
中
篇
、
下
篇
、
ま
た
聖
王
の
「
抹
」
を
肯
定
す
る

非
攻
中
篇
、
下
篇
な
ど
は
、
後
期
墨
家
の
手
に
な
る
、
と
さ
れ

る
。
換
言
す
れ
ば
、
渡
辺
氏
に
あ
っ
て
、
墨
家
思
想
は
、
そ
の

初
期
段
階
に
お
い
て
す
で
に
「
弱
者
支
持
」
お
よ
び
「
双
務
倫

理
の
強
調
」
と
い
う
傾
向
と
、
専
制
主
義
的
傾
向
と
を
あ
わ
せ

も
っ
て
い
た
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

渡
辺
氏
の
墨
家
思
想
理
解
が
以
上
の
ご
と
く
要
約
さ
れ
る
と

す
れ
ば
、
わ
れ
わ
れ
は
、
こ
こ
に
一
つ
の
疑
問
に
つ
き
あ
た
ら

ざ
る
を
え
な
い
。

象
の
変
化
、
す
な
わ
ち
事
大
主
義
へ
の
傾
斜
と
と
も
に
主

張
の
前
面
に
あ
ら
わ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
「
弱
者
支
持
と
双
務
倫
理
を
強
調
し
、
民
主
主
義

的
傾
向
を
一
方
に
お
い
て
内
在
さ
せ
、
一
方
に
お
い
て
、
そ
の

集
団
の
規
律
の
反
映
と
し
て
専
制
主
義
的
傾
向
を
持
つ
」
と
い

う
思
想
、
こ
の
よ
う
に
理
解
さ
れ
る
墨
家
思
想
と
は
、
そ
も
そ

も
、
思
想
と
し
て
、
整
合
性
を
も
つ
の
で
あ
ろ
う
か
、
こ
の
疑

問
に
答
え
る
べ
く
、
渡
辺
氏
は
前
期
墨
家
か
ら
後
期
墨
家
へ
の

集
団
の
性
格
変
化
を
指
摘
す
る
の
で
あ
る
が
、
あ
る
思
想
が
そ

れ
と
ま
っ
た
く
正
反
対
の
思
想
に
転
化
す
る
と
し
た
う
え
で
、

そ
の
根
拠
を
思
想
の
外
部
に
求
め
る
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
そ

れ
は
、
や
は
り
墨
家
思
想
を
、
思
想
そ
れ
自
体
と
し
て
は
、
理

解
不
能
な
も
の
と
宣
告
し
た
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
は
な
い
だ

（

４

）

ろ
う
か
。

わ
れ
わ
れ
は
、
以
下
に
お
い
て
、
渡
辺
氏
の
兼
愛
上
篇
に
か

か
わ
る
言
説
を
と
り
あ
げ
、
氏
の
言
説
の
も
つ
問
題
性
を
よ
り

い
っ
そ
う
あ
き
ら
か
に
し
て
み
た
い
。

渡
辺
氏
は
、
「
墨
子
」
の
兼
愛
上
篇
の
主
張
が
「
双
務
倫
理
」

と
「
弱
者
支
持
」
で
あ
る
こ
と
を
く
り
か
え
し
強
調
さ
れ
、
た

と
え
ば
「
父
子
・
兄
弟
・
君
臣
の
よ
う
な
上
下
関
係
に
お
け
る

愛
を
説
く
場
合
に
も
『
相
』
と
い
い
『
兼
』
と
い
う
表
現
の
明

（

５

）

示
す
る
と
お
り
人
倫
相
互
の
責
務
を
強
調
し
て
い
る
」
と
し
、

（

６

）

あ
る
い
は
「
兼
愛
思
想
の
発
露
と
し
て
の
弱
者
支
持
」
と
し
、
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》

」

や

」

づ

《

一

兼
愛
上
篇
に
「
当
み
に
乱
は
何
に
自
っ
て
起
こ
る
か
を
察
す
る

に
、
州
愛
せ
ざ
る
に
起
る
。
匝
子
の
君
父
に
孝
な
ら
ざ
る
は
、

所
謂
乱
な
り
。
子
自
ら
愛
し
て
父
を
愛
せ
ず
。
故
に
父
を
職
い

て
自
ら
利
す
。
弟
自
ら
愛
し
て
兄
を
愛
せ
ず
。
故
に
兄
を
職
い

て
自
ら
利
す
。
限
Ｈ
ら
愛
し
て
君
を
愛
せ
ず
。
故
に
君
を
職
い

い

つ

Ｊ

、

し

て
自
ら
利
す
。
此
れ
所
謂
乱
な
り
。
父
の
子
を
慈
ま
ず
、
兄
の

弟
を
慈
ま
ず
、
君
の
臣
を
慈
ま
ざ
る
と
雌
も
、
此
れ
亦
天
下
の

所
謂
乱
な
り
。
父
自
ら
愛
し
て
子
を
愛
せ
ず
。
故
に
子
を
職
い

て
自
ら
利
す
。
兄
自
ら
愛
し
て
弟
を
愛
せ
ず
。
故
に
弟
を
職
い

て
自
ら
利
す
。
君
自
ら
愛
し
て
臣
を
愛
せ
ず
。
故
に
臣
を
勝
い

肴

ｊ

）

て
自
ら
利
す
」
と
あ
る
記
述
に
も
と
づ
き
な
が
ら
、
「
墨
家
が

子
・
弟
・
臣
の
責
務
と
共
に
父
・
兄
・
君
の
責
務
を
あ
わ
せ
て

説
き
、
人
倫
の
双
務
を
提
唱
し
た
の
は
、
ま
さ
に
弱
者
支
持
の

（

９

）

精
神
に
ほ
か
な
ら
な
い
」
と
さ
れ
る
。

氏
が
、
兼
愛
上
篇
に
「
双
務
倫
理
」
と
「
弱
者
支
持
」
の
思

想
が
み
ら
れ
る
、
と
主
張
す
る
根
拠
は
、
ま
さ
に
上
引
の
記
述

に
よ
る
の
で
あ
る
。

た
し
か
に
上
引
の
記
述
に
お
い
て
、
子
か
ら
父
へ
の
「
孝
」

の
要
請
と
と
も
に
、
父
か
ら
子
へ
の
「
慈
」
が
要
請
さ
れ
て
い

る
。
そ
の
意
味
で
は
「
双
務
倫
理
」
の
要
請
を
こ
こ
に
読
み
取

る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
「
子
自
ら
愛
し
て
父
を
愛
せ
ず
。

故
に
父
を
職
い
て
自
ら
利
す
。
弟
自
ら
愛
し
て
兄
を
愛
せ
ず
。

故
に
兄
を
職
い
て
自
ら
利
す
。
臣
自
ら
愛
し
て
君
を
愛
せ
ず
。

故
に
君
を
職
い
て
自
ら
利
す
」
と
把
握
さ
れ
る
子
・
弟
・
臣
は

は
た
し
て
「
弱
者
」
で
あ
ろ
う
か
。
か
れ
ら
は
「
自
ら
の
利
」

を
求
め
て
、
他
者
を
「
職
」
く
存
在
で
あ
り
、
父
・
兄
・
君
に

た
い
し
対
等
に
「
自
ら
の
利
」
を
意
識
し
、
と
き
に
か
れ
ら
を

「
暦
」
く
、
す
な
わ
ち
か
れ
ら
に
対
し
、
「
強
者
」
の
立
場
に
さ

え
立
ち
う
る
存
在
な
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

渡
辺
氏
が
、
兼
愛
上
篇
に
み
ら
れ
る
「
双
務
倫
理
」
の
強
調

を
「
弱
者
支
持
」
と
理
解
さ
れ
た
と
き
、
「
自
ら
の
利
」
を
意
識

し
、
と
き
に
父
を
「
締
」
く
子
の
あ
り
よ
う
は
、
そ
の
視
野
か

ら
消
失
し
て
し
ま
う
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

兼
愛
上
篇
に
お
い
て
発
見
さ
れ
た
の
は
「
自
ら
の
利
の
た
め

に
父
・
兄
・
君
を
暦
く
こ
と
に
艤
踏
し
な
い
子
・
弟
・
臣
」
で

あ
っ
た
、
そ
の
意
味
で
き
わ
め
て
「
能
動
的
」
な
「
子
・
弟
・

臣
」
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
理
解
す
る
と
き
、
わ
れ
わ
れ
は

ま
た
父
・
兄
・
君
か
ら
の
子
・
弟
・
脳
へ
の
は
た
ら
き
か
け
、

す
な
わ
ち
「
慈
」
が
語
ら
れ
る
必
然
性
も
理
解
で
き
る
の
で
あ

る
。
他
の
渚
篇
で
は
そ
の
は
た
ら
き
か
け
は
、
妥
協
、
懐
柔
、

強
圧
、
と
い
っ
た
さ
ま
ざ
ま
な
様
相
で
語
ら
れ
る
こ
と
に
な
ろ

う
が
、
そ
れ
が
兼
愛
上
篇
で
は
「
慈
」
と
い
う
語
で
語
ら
れ
る
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わ
け
で
あ
る
。
も
は
や
、
子
・
弟
・
臣
か
ら
父
・
兄
・
君
へ
の

一
方
的
忠
誠
、
無
条
件
の
忠
誠
は
期
待
で
き
な
い
、
上
か
ら
下

へ
の
は
た
ら
き
か
け
が
あ
っ
て
、
は
じ
め
て
忠
誠
が
確
保
さ
れ

る
、
と
い
う
認
識
が
兼
愛
上
篇
に
お
け
る
「
慈
」
の
強
調
換

言
す
れ
ば
双
務
倫
理
の
強
調
の
背
後
に
存
在
す
る
の
で
は
な
か

ろ
う
か
。

さ
ら
に
兼
愛
上
篇
と
、
他
の
諸
篇
と
の
関
係
に
言
及
す
れ
ば
、

こ
う
し
て
兼
愛
上
篇
に
発
見
さ
れ
た
「
能
動
的
」
な
「
子
・
弟
．

臣
」
は
尚
賢
上
篇
で
前
提
と
さ
れ
て
い
る
「
富
と
貴
と
を
求
め

（

９

）

て
み
ず
か
ら
賢
と
変
わ
り
う
る
人
間
」
に
共
通
す
る
性
質
を
持

つ
と
い
え
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

こ
の
よ
う
な
理
解
の
方
向
は
、
す
で
に
浅
野
裕
一
氏
が
「
塁

者
が
兼
愛
論
に
お
い
て
人
倫
の
双
務
を
説
く
こ
と
は
文
字
通
り

両
者
に
対
す
る
公
平
な
要
請
で
あ
っ
て
、
こ
れ
を
以
て
兼
愛
論

の
本
質
を
弱
者
支
持
の
精
神
で
あ
っ
た
と
理
解
す
べ
き
で
は
な

（

川

）

か
ろ
う
」
と
述
べ
て
い
る
と
こ
ろ
に
も
み
ら
れ
る
。

一
近
二
十
年
来
の
墨
家
思
想
研
究

１
兼
愛
論
の
解
釈

兼
愛
上
篇
の
基
本
的
な
立
場
は
、
双
務
倫
理
の
強
調
と
弱
者

支
持
で
あ
る
、
と
す
る
渡
辺
氏
の
理
解
は
、
上
述
の
問
題
点
が

あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
後
の
墨
家
思
想
思
想
研
究
に
基

本
的
に
は
継
承
さ
れ
て
い
く
。
と
い
う
よ
り
「
兼
愛
」
の
内
容

そ
の
も
の
は
と
り
あ
え
ず
不
問
に
付
し
た
ま
ま
議
論
を
展
開
し

て
い
く
言
説
が
多
く
み
ら
れ
る
。

（

皿

）

た
と
え
ば
原
孝
治
氏
「
墨
裡
と
兼
愛
」
は
「
墨
家
思
想
の
重

要
な
も
の
の
一
つ
で
あ
る
兼
愛
論
が
説
か
れ
た
の
は
何
故
で
あ

ろ
う
か
」
と
い
う
問
い
を
発
せ
ら
れ
（
八
一
頁
）
、
「
墨
雀
と
弟

子
た
ち
と
は
州
互
に
血
的
紐
帯
に
よ
っ
て
む
す
ば
れ
て
い
た
訳

で
は
な
か
っ
た
か
ら
父
子
の
間
に
於
け
る
が
如
き
情
愛
に
よ
っ

て
成
員
を
統
率
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
っ
た
」
と
し
て
い
る

（
八
七
頁
）
。
す
な
わ
ち
「
兼
愛
」
は
父
子
の
間
の
情
愛
と
は
性

質
を
異
に
す
る
「
愛
」
だ
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
「
〜
〜
で
あ

る
」
と
い
う
形
式
で
は
規
定
さ
れ
て
は
お
ら
れ
な
い
。

ま
た
吉
永
慎
二
郎
氏
「
異
種
、
兼
愛
を
説
か
ず
、
ｌ
『
墨
子
』

（

血

）

兼
愛
篇
の
論
理
と
構
造
ｌ
」
は
、
「
『
兼
愛
』
と
は
い
か
な
る

概
念
で
あ
る
の
か
、
い
か
に
し
て
形
成
さ
れ
て
き
た
の
か
、
い

つ
ご
ろ
成
立
し
た
の
か
、
に
つ
い
て
実
は
確
か
な
こ
と
は
何
も

明
ら
か
に
さ
れ
ず
」
に
い
る
、
と
し
た
う
え
で
墨
窪
個
人
の
思

想
と
兼
愛
上
篇
の
思
想
を
区
別
す
る
読
み
を
提
案
さ
れ
る
。
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か
く
て
吉
永
氏
は
兼
愛
上
篇
の
作
者
の
構
想
し
た
「
相
愛
」

と
は
「
身
近
な
他
者
を
愛
す
る
」
（
Ⅲ
頁
）
と
理
解
し
、
「
兼
」

と
は
「
あ
わ
せ
て
」
、
「
と
も
に
」
、
「
み
な
」
の
意
、
し
た
が
っ

て
「
兼
相
愛
」
と
は
「
天
下
の
人
々
に
『
相
愛
』
す
る
こ
と
を

兼
ね
て
、
あ
わ
せ
て
、
と
も
に
、
み
な
、
な
さ
し
め
る
こ
と
に

よ
っ
て
天
下
が
治
ま
る
、
と
す
る
考
え
方
で
あ
る
」
（
三
頁
）
と

さ
れ
る
。

吉
永
氏
は
、
兼
愛
上
篇
の
主
張
を
こ
の
よ
う
に
理
解
さ
れ
る

の
で
あ
る
が
、
結
局
の
と
こ
ろ
、
氏
の
理
解
は
「
兼
相
愛
」
の

字
義
上
の
説
明
に
と
ど
ま
り
、
兼
愛
上
篇
の
主
張
の
背
後
に
あ

る
「
人
間
の
と
ら
え
か
た
」
に
ま
で
は
考
察
は
及
ん
で
は
い
な

い
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
み
て
き
た
と
き
、
近
二
十
年
来
の
「
兼
愛
」
の

主
張
を
通
し
て
畢
家
思
想
の
本
質
に
せ
ま
ろ
う
と
す
る
諸
論
考

に
お
い
て
、
し
か
し
「
兼
愛
」
思
想
そ
の
も
の
へ
の
十
分
な
分

析
が
な
さ
れ
て
い
る
と
は
い
え
な
い
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
近
二
十
年
来
の
墨
家
思
想
研
究
に
お
い
て
、
研
究

の
方
法
お
よ
び
対
象
に
つ
い
て
、
従
来
の
そ
れ
と
は
異
な
っ
た

２
「
認
識
さ
れ
た
墨
家
」
の
研
究
し
旨
そ
の
問
題
点

傾
向
が
見
受
け
ら
れ
る
。

研
究
の
方
法
に
つ
い
て
述
べ
れ
ば
、
墨
家
思
想
に
「
墨
子
」

書
そ
の
も
の
の
分
析
か
ら
の
み
ア
プ
ロ
ー
チ
す
る
の
で
は
な
く

し
て
、
他
者
の
眼
に
墨
家
が
い
か
に
映
じ
た
の
か
、
換
言
す
れ

ば
同
時
代
の
墨
家
観
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
墨
家

思
想
を
分
析
し
て
い
こ
う
と
い
う
研
究
の
方
法
が
み
ら
れ
る
こ

と
で
あ
る
。

拙
稿
「
戦
国
末
期
か
ら
漢
代
初
期
に
か
け
て
の
墨
家
の
様
州

（

旧

）

Ｉ
他
学
派
か
ら
み
た
ｌ
」
、
あ
る
い
は
酒
井
和
孝
氏
「
末
期

（

ｕ

）

墨
家
の
兼
愛
思
想
『
呂
氏
春
秋
』
を
媒
介
と
し
て
」
は
そ
う
し

た
方
法
を
表
題
自
体
に
掲
げ
て
い
る
。

な
お
、
酒
井
氏
は
そ
の
分
析
の
絲
果
と
し
て
、
墨
家
の
兼
愛

思
想
に
は
「
己
と
同
様
に
他
を
愛
利
す
る
と
い
う
無
差
別
平
等

精
神
と
己
が
他
を
愛
利
す
れ
ば
他
か
ら
愛
利
さ
れ
る
と
い
う
応

報
精
神
と
が
強
い
」
二
一
二
頁
）
と
規
定
さ
れ
て
お
ら
れ
る

が
、
こ
の
結
論
で
は
、
「
呂
氏
春
秋
」
を
媒
介
と
し
た
意
味
が
ど

こ
に
あ
る
の
か
、
い
さ
さ
か
理
解
に
苦
し
む
。

（

脂

）

沼
尻
正
隆
氏
「
呂
氏
春
秋
の
思
想
的
研
究
」
所
収
の
「
墨
家

思
想
」
は
、
墨
家
思
想
そ
の
も
の
の
分
析
で
は
な
く
、
「
呂
氏
春

秋
に
み
ら
れ
る
墨
家
思
想
」
の
研
究
で
あ
る
。

こ
う
し
た
方
法
は
当
然
に
も
川
時
代
の
人
々
の
眼
に
映
っ
た
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墨
家
思
想
の
姿
を
明
ら
か
に
す
る
、
と
い
う
側
面
に
お
い
て
は

有
効
で
あ
る
が
、
し
か
し
、
比
嶮
的
に
言
え
ば
、
映
す
鏡
に
ゆ

が
み
、
欠
損
の
あ
る
可
能
性
を
排
除
し
え
な
い
以
上
、
「
映
さ
れ

た
鵬
家
」
か
ら
「
墨
家
」
を
探
る
さ
い
に
は
、
鏡
の
ゆ
が
み
、

欠
搬
を
考
慮
し
た
慎
重
な
考
察
が
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

で
あ
ろ
う
。

す
な
わ
ち
戦
国
時
代
か
ら
漢
代
初
期
に
か
け
て
の
さ
ま
ざ
ま

な
文
献
、
「
孟
子
」
、
「
筍
子
」
、
「
韓
非
子
」
、
「
荘
子
天
下
篇
」
、

「
呂
氏
春
秋
」
、
「
椎
南
子
」
、
「
史
記
」
所
引
の
「
六
家
要
旨
」
は

そ
れ
ぞ
れ
に
固
有
な
関
心
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
の
「
墨
家
」
像
を
記

述
す
る
の
で
あ
っ
て
、
関
心
の
あ
り
よ
う
、
情
報
の
質
と
量
に

よ
っ
て
ゆ
が
め
ら
れ
、
欠
損
の
あ
る
「
墨
家
」
像
が
そ
こ
に
形

成
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
む
し
ろ
当
然
な
の
で
あ
る
。

橋
元
純
也
氏
は
戦
国
時
代
か
ら
漢
代
初
期
に
か
け
て
の
さ
ま

ざ
ま
な
文
献
に
み
え
る
墨
家
の
口
号
を
整
理
す
る
こ
と
に

（

船

）

よ
っ
て
、
「
『
墨
子
十
論
』
は
川
白
に
二
分
類
さ
れ
る
と
言
わ
ざ

る
を
得
な
い
。
す
な
わ
ち
諸
書
諸
論
に
頻
出
す
る
Ａ
群
『
非
攻

論
・
兼
愛
論
・
節
用
論
・
非
楽
諭
』
と
殆
ど
確
認
し
え
な
い
Ｂ

群
『
尚
賢
論
・
非
命
論
・
尚
同
論
・
明
鬼
論
・
天
志
論
』
と
で

あ
る
」
と
し
、
「
Ｂ
群
が
、
戦
国
末
期
か
ら
漢
初
に
か
け
て
著
作

さ
れ
た
も
の
を
含
む
諸
篇
に
み
ら
れ
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
成

立
か
ら
認
識
・
論
難
さ
れ
る
ま
で
の
時
差
を
勘
案
し
た
と
し
て

も
、
Ｂ
群
の
成
立
は
戦
国
最
末
期
以
降
で
あ
る
可
能
性
に
想
到

す
る
の
で
あ
る
」
（
二
四
頁
）
と
し
、
さ
ら
に
一
連
の
論
考
に

お
い
て
天
志
、
尚
同
非
命
、
尚
賢
の
各
三
篇
の
成
立
時
期
を

高
祖
の
死
前
後
か
ら
文
帝
、
景
帝
、
さ
ら
に
武
帝
に
ま
で
引
き

（

〃

｝

下
げ
る
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
結
論
は
通
説
と
は
き
わ
め
て
こ
と
な
っ
て
お
り
、

諭
旨
の
詳
細
な
検
討
が
必
要
に
な
っ
て
く
る
が
、
こ
う
し
た
結

論
に
い
た
る
根
拠
の
一
つ
に
さ
き
に
引
用
し
た
戦
国
時
代
か
ら

漢
代
初
期
に
か
け
て
の
諸
文
献
に
お
け
る
墨
家
の
口
号
へ
の
言

及
状
況
が
あ
る
こ
と
は
た
し
か
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
他
学
派
の
墨
家
へ
の
言
及

は
、
か
れ
ら
そ
れ
ぞ
れ
の
固
有
の
関
心
か
ら
な
さ
れ
る
の
で
あ

る
。
た
と
え
ば
「
兼
而
愛
之
」
（
富
国
）
、
「
氾
利
兼
愛
」
（
成
相
）

を
主
張
し
、
ま
た
「
尚
賢
使
能
」
（
富
国
）
を
主
張
す
る
「
茄
子
」

に
あ
っ
て
、
墨
家
を
論
難
す
る
に
文
脈
に
お
い
て
は
「
兼
愛
」

と
「
尚
賢
」
の
ｎ
号
は
言
及
さ
れ
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
事
実
、

「
筍
子
」
は
「
兼
愛
」
や
「
尚
賢
」
の
口
号
に
お
い
て
墨
家
を
把

握
し
て
は
い
な
い
。
こ
の
事
実
か
ら
だ
け
で
、
わ
れ
わ
れ
は

「
筍
子
」
の
時
代
に
墨
家
は
兼
愛
を
主
張
し
て
い
な
か
っ
た
、
と

結
論
で
き
る
で
あ
ろ
う
か
。
橋
元
氏
の
論
理
に
よ
れ
ば
、
そ
う
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結
論
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
、
す
な
わ
ち
兼
愛
論
の
成
立

は
「
筍
子
」
以
後
だ
、
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

他
者
の
眼
に
映
っ
た
墨
家
像
か
ら
墨
家
の
姿
を
探
究
し
よ
う

と
す
る
方
法
は
、
以
上
み
て
き
た
よ
う
な
危
険
を
と
も
な
う
の

で
あ
る
。

こ
こ
で
拙
稿
が
あ
え
て
「
他
学
派
の
眼
に
映
っ
た
墨
家
の

姿
」
を
問
題
に
し
た
の
か
、
そ
の
意
図
に
つ
い
て
一
言
弁
明
し

て
お
き
た
い
・

拙
稿
の
問
題
意
識
は
戦
国
末
期
か
ら
漢
代
初
期
に
か
け
て
の

他
学
派
の
眼
に
映
っ
た
墨
家
の
様
相
を
網
羅
的
に
示
す
こ
と
で

は
な
い
。
あ
る
い
は
、
そ
こ
に
み
ら
れ
る
墨
家
の
様
相
が
当
代

に
お
け
る
墨
家
の
実
像
だ
、
と
い
う
の
で
は
な
い
。
た
と
え
ば
、

あ
る
ｎ
号
が
「
筍
子
」
に
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
が
た
だ
ち
に

そ
の
川
号
が
「
筍
子
」
の
時
期
に
い
ま
だ
提
起
さ
れ
て
は
い
な

か
っ
た
の
だ
、
「
筍
子
」
の
時
期
に
そ
の
思
想
は
な
か
っ
た
の

だ
、
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
。
「
葡
子
」
の
暴

家
批
判
の
焦
点
が
当
該
の
口
号
、
た
と
え
ば
「
兼
愛
」
に
は
な

い
の
だ
、
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
に
す
ぎ
な
い
・

わ
れ
わ
れ
の
問
題
意
識
は
、
他
学
派
か
ら
み
て
、
墨
家
思
想

の
い
か
な
る
側
面
が
異
質
と
み
ら
れ
る
の
か
を
明
ら
か
に
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
墨
家
思
想
を
分
析
す
る
視
角
を
提
示
し
よ
う
と

こ
こ
二
十
年
来
の
墨
家
思
想
研
究
の
研
究
対
象
に
お
け
る
特

色
は
、
渡
辺
氏
に
よ
っ
て
「
専
制
主
義
的
傾
向
を
も
つ
謝
篇
で

あ
り
、
『
双
務
倫
理
』
と
『
弱
者
支
持
』
の
兼
愛
上
篇
非
攻
上

篇
と
は
対
立
す
る
も
の
」
と
さ
れ
た
尚
同
論
、
天
志
諭
へ
の
論

及
が
多
く
み
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
と
く
に
山
辺
進
氏
の
一
連

（

肥

）

の
論
考
は
従
来
、
そ
の
概
念
内
容
自
体
が
不
明
確
な
「
専
制
主

義
」
な
る
概
念
で
把
握
さ
れ
て
き
た
尚
同
論
に
つ
い
て
尚
同
上

す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
の
結
論
は
、
墨
家
の
「
節
用
」
の

主
張
は
、
た
と
え
ば
富
国
篇
に
「
国
を
足
ら
し
む
る
の
道
、
用

を
節
し
民
を
裕
に
し
、
善
く
そ
の
余
り
を
減
す
る
に
あ
り
。
用

を
節
す
る
に
礼
を
以
て
し
、
民
を
裕
に
す
る
に
政
を
以
て
す
」

と
あ
る
よ
う
に
「
節
用
」
を
主
張
す
る
「
筍
子
」
で
さ
え
も
批

判
的
に
な
ら
ざ
る
え
な
い
ほ
ど
異
質
で
あ
り
、
墨
家
は
そ
れ
ほ

ど
に
異
質
な
「
節
用
」
の
主
張
に
お
い
て
批
判
さ
れ
、
し
た
が
っ

て
墨
家
の
経
済
思
想
、
衣
食
の
財
を
生
産
し
、
分
配
し
、
消
費

す
る
営
み
に
か
か
わ
る
思
索
、
を
分
析
す
る
こ
と
が
、
墨
家
思

想
の
本
質
を
あ
き
ら
か
に
す
る
う
え
で
重
要
な
意
味
を
も
つ
も

の
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。

３
尚
同
論
の
分
析
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と古寺

屍
に

と
あ
る
部
分
に
つ
い
て
、
「
上
篇
で
は
殊
に
民
衆
の
当
為
を
重
視

し
、
下
位
単
位
の
構
成
員
が
上
位
単
位
の
統
率
者
と
義
の
一
致

を
計
る
こ
と
で
、
下
位
単
位
が
統
沿
し
、
ま
た
同
時
に
そ
の
集

合
体
と
し
て
上
位
単
位
の
統
治
も
達
成
さ
れ
る
と
い
う
論
理
で

あ
っ
た
」
（
一
二
頁
）
と
解
釈
さ
れ
る
。

氏
は
尚
同
上
篇
に
み
ら
れ
る
、
民
の
当
為
を
問
題
に
す
る
傾

向
は
、
巾
篇
下
篇
へ
と
展
開
す
る
に
つ
れ
て
、
し
だ
い
に
薄

れ
、
為
政
者
の
当
為
を
重
視
し
た
統
治
論
理
が
強
調
さ
れ
て
く

る
、
と
述
べ
て
お
ら
れ
る
が
、
上
、
中
、
下
三
篇
の
底
流
に
は
、

里
民
の
当
為
に
よ
る
秩
序
の
達
成
、
と
い
う
意
識
が
あ
る
こ
と

は
た
し
か
で
あ
ろ
う
。

里
長
な
る
も
の
は
里
の
仁
人
な
り
。
里
長
、
政
を
里
の

百
姓
に
発
し
、
言
い
て
曰
く
、
善
と
不
善
と
を
間
か
ば
、

か
な
ら
ず
以
て
そ
の
郷
長
に
告
げ
よ
。
郷
長
の
是
と
す
る

と
こ
ろ
は
、
か
な
ら
ず
み
な
こ
れ
を
鮭
と
し
、
郷
長
の
非

と
す
る
と
こ
ろ
は
、
か
な
ら
ず
み
な
こ
れ
を
非
と
せ
よ
。

な
ん
じ
の
不
善
の
言
を
去
り
て
、
郷
長
の
善
言
を
学
べ
・

な
ん
じ
の
不
善
の
行
を
去
り
て
、
郷
長
の
善
行
を
学
べ
。

「
治
」
が
統
治
者
か
ら
の
一
方
的
な
は
た
ら
き
か
け
に
よ
っ

て
の
み
達
成
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
被
統
治
者
か
ら
の
自
発
的

な
協
力
を
不
可
欠
な
要
素
と
す
る
こ
と
は
、
当
然
で
あ
る
か
も

し
れ
な
い
。
一
般
的
に
言
っ
て
、
統
治
者
と
被
統
治
者
と
が
、

「
共
同
幻
想
」
を
持
つ
か
ら
こ
そ
、
「
統
治
」
は
成
立
す
る
で
あ

ろ
う
か
ら
で
あ
る
。

川
辺
氏
の
尚
同
論
理
解
は
、
そ
の
よ
う
な
意
味
に
お
い
て
注

Ⅱ
す
べ
き
論
で
あ
ろ
う
。

そ
も
そ
も
兼
愛
上
篇
に
お
い
て
、
人
々
は
「
自
愛
し
、
他
を

職
き
、
自
利
す
る
」
存
在
で
あ
っ
た
。
換
言
す
れ
ば
、
た
と
え

下
位
者
で
あ
っ
て
も
「
乱
」
の
主
体
と
な
り
う
る
の
で
あ
り

そ
の
よ
う
な
形
態
で
秩
序
に
か
か
わ
る
の
で
あ
っ
た
。
と
す
れ

ば
、
秩
序
の
「
治
」
に
か
か
わ
る
側
面
を
問
題
に
す
る
尚
同
論

に
お
い
て
、
民
が
秩
序
に
か
か
わ
る
主
体
と
さ
れ
た
の
は
当
然

な
の
か
も
し
れ
な
い
。
「
乱
」
に
関
与
す
る
民
は
、
当
然
に
も

「
治
」
に
関
与
す
る
は
ず
で
あ
ろ
う
か
ら
で
あ
る
。

た
だ
、
山
辺
氏
は
尚
同
論
の
分
析
を
も
っ
ぱ
ら
と
す
る
行
論

の
都
合
か
ら
で
あ
ろ
う
、
兼
愛
論
に
つ
い
て
は
分
析
を
さ
れ
て

は
い
な
い
。
尚
同
論
が
「
専
制
主
義
」
と
い
う
理
解
で
把
握
し

き
れ
な
い
の
と
同
様
に
兼
愛
上
篇
、
非
攻
上
篇
も
ま
た
「
弱
者

支
持
」
と
い
う
理
解
で
は
と
ら
え
ら
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。
氏
の
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兼
愛
論
に
か
ん
す
る
言
説
が
ま
た
れ
る
。

な
お
、
氏
は
尚
同
論
と
兼
愛
・
非
攻
論
と
の
関
係
に
つ
い
て

「
尚
同
思
想
そ
の
も
の
が
そ
の
発
生
基
盤
に
於
い
て
墨
家
集
団

と
密
接
な
関
係
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
以
上
、
尚
側
思
想
を
天

子
専
制
班
論
と
し
、
弱
者
支
持
の
理
論
で
あ
る
兼
愛
・
非
攻
両

思
想
と
は
矛
盾
・
対
立
す
る
と
い
う
単
純
な
図
式
に
よ
っ
て
片

づ
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
と
述
べ
て
お
ら
れ
る
（
一
三
頁
）

の
で
あ
る
が
、
こ
の
文
か
ら
は
、
氏
が
「
兼
愛
・
非
攻
の
両
思

想
を
弱
者
支
持
の
理
論
で
あ
る
」
と
と
ら
え
て
い
る
の
か
、
そ

う
し
た
理
解
に
問
題
が
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
の
か
、
か
な
ら
ず

し
も
明
ら
か
で
は
な
い
。

こ
こ
で
「
墨
子
」
の
文
献
批
判
、
と
く
に
十
論
二
十
三
篇
の

成
立
時
期
に
か
か
わ
る
文
献
批
判
を
主
と
し
た
論
考
に
つ
い
て

み
て
み
た
い
。

近
年
、
「
墨
子
」
十
論
二
十
三
篇
の
文
献
批
判
を
精
力
的
に
展

開
し
て
い
る
橋
元
氏
は
、
非
命
・
天
志
・
尚
同
・
尚
賢
の
各
篇

は
、
前
漢
の
高
祖
末
期
か
ら
文
帝
・
景
帝
を
へ
て
武
帝
期
に
か

け
て
成
立
し
た
と
し
て
お
ら
れ
る
。
そ
の
文
献
実
証
の
角
度
か

４
文
献
批
判
の
方
法
に
つ
い
て

ら
の
論
拠
に
つ
い
て
は
す
で
に
述
べ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
こ

こ
で
疑
問
に
思
う
の
は
、
上
記
の
時
代
に
ほ
ぼ
重
な
っ
て
生
き

た
司
馬
遷
が
、
墨
家
の
活
動
に
つ
い
て
「
史
記
」
の
孟
子
・
筍

卿
列
伝
の
末
尾
に
「
け
だ
し
墨
篭
、
宋
の
大
夫
な
り
。
守
禦
を

善
く
し
節
川
を
な
す
。
あ
る
い
は
日
く
、
孔
子
の
時
に
並
ぶ
、

と
。
あ
る
い
は
曰
く
、
そ
の
後
に
あ
り
、
と
」
と
し
か
記
述
し

な
い
の
は
い
か
な
る
理
由
に
よ
る
の
か
、
で
あ
る
。
当
代
に
盛

ん
に
著
述
活
動
を
お
こ
な
っ
て
い
た
は
ず
の
墨
家
に
つ
い
て
な

ん
の
情
報
も
記
さ
な
い
の
は
い
か
な
る
理
由
に
よ
る
の
か
。
そ

う
し
た
情
報
を
司
馬
遷
が
知
ら
な
か
っ
た
の
か
、
意
識
的
に
遮

断
し
た
の
か
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
う
し
た
説
明
以
外
に

説
明
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
そ
う
し
た
説
明
が
成
立
す

る
以
上
、
た
と
え
ば
「
筍
子
」
に
墨
家
の
尚
賢
論
へ
の
言
及
が

な
い
こ
と
に
つ
い
て
も
、
同
様
の
説
明
が
な
さ
れ
て
も
よ
い
は

ず
で
あ
る
。
あ
え
て
、
そ
れ
を
せ
ず
、
墨
家
の
尚
賢
論
が
、
「
筍

子
」
の
時
代
に
な
か
っ
た
か
ら
、
「
筍
子
」
は
そ
れ
に
言
及
し
な

か
っ
た
の
だ
、
と
す
る
説
明
を
採
用
す
る
の
は
、
純
粋
に
文
献

実
証
の
角
度
か
ら
論
拠
だ
け
で
は
な
く
、
尚
賢
論
の
思
想
内
容

の
理
解
が
背
後
に
あ
っ
た
か
ら
だ
、
い
わ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

こ
の
よ
う
に
み
て
く
る
と
、
周
辺
の
情
報
か
ら
墨
家
の
活
動

の
あ
り
よ
う
を
探
る
と
い
う
方
法
を
採
る
場
合
、
情
報
に
は
（
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イ
ア
ス
が
か
か
っ
て
い
る
こ
と
に
十
分
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
で
あ
ろ
う
。

原
孝
治
氏
「
墨
子
尚
賢
論
の
成
立
期
に
つ
い
て
」
は
周
辺
の

情
報
と
墨
家
思
想
の
内
容
理
解
と
を
論
拠
に
、
「
墨
子
」
尚
賢
上

篇
が
「
呂
不
草
の
死
後
、
素
を
去
っ
た
墨
家
が
筍
子
の
賢
者
登

用
法
と
法
家
の
法
術
思
想
と
を
勘
酌
し
て
作
っ
た
も
の
で
、
そ

の
成
立
は
秦
の
天
下
統
一
ま
で
で
あ
ろ
う
」
（
四
八
頁
）
と
結
論

し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
秦
王
政
の
十
二
年
か
ら
二
十
六
年
の
十

五
年
間
に
成
立
し
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
氏
が
そ
の
よ
う
な

結
論
に
至
っ
た
論
拠
は
い
く
つ
か
あ
る
が
、
そ
の
一
つ
に
尚
賢

上
篇
に
「
術
」
を
い
い
、
尚
同
上
篇
に
「
五
刑
』
と
い
う
が
、

「
『
術
』
や
『
刑
』
と
い
っ
た
語
が
一
般
に
多
く
も
ち
い
ら
れ
る

の
が
筍
子
の
こ
ろ
か
ら
で
あ
る
こ
と
を
思
い
合
わ
せ
る
と
、
こ

の
二
篇
に
墨
家
以
外
の
思
想
の
影
響
を
認
め
ざ
る
を
得
な
い
の

で
あ
る
」
（
四
四
頁
）
こ
と
が
あ
る
。

氏
に
よ
れ
ば
「
人
間
に
内
心
の
発
露
で
あ
る
愛
そ
の
も
の
か

ら
術
や
刑
は
生
じ
得
な
い
し
、
愛
に
術
や
刑
は
不
要
な
も
の
で

あ
る
」
（
四
四
頁
）
。
し
た
が
っ
て
「
術
」
な
る
語
を
用
い
る
尚

賢
上
篇
は
、
純
粋
な
墨
家
思
想
で
は
な
く
、
他
学
派
の
影
響
を

受
け
て
「
荷
子
」
よ
り
後
の
成
立
で
あ
る
、
氏
は
こ
の
よ
う
に

判
断
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

「
人
間
に
内
心
の
発
露
で
あ
る
愛
」
の
主
張
、
と
は
兼
愛
の
主

張
を
い
う
の
で
あ
ろ
う
が
、
こ
の
よ
う
に
文
献
批
判
は
当
該
の

文
献
の
内
容
把
握
と
密
接
に
か
か
わ
る
の
で
あ
っ
て
、
た
と
え

ば
墨
家
の
兼
愛
論
の
把
握
を
原
氏
と
異
に
す
れ
ば
、
兼
愛
論
の

展
開
の
う
ち
に
「
術
」
や
「
刑
」
の
概
念
が
発
現
し
て
も
当
然

だ
と
い
え
る
か
も
し
れ
ず
、
し
た
が
っ
て
尚
賢
論
の
墨
家
思
想

に
お
け
る
位
置
づ
け
が
か
わ
っ
て
く
る
で
あ
ろ
う
。

あ
る
い
は
ま
た
氏
は
「
筍
子
」
に
墨
家
の
尚
賢
論
へ
の
言
及

が
み
ら
れ
な
い
こ
と
に
つ
い
て
、
墨
家
思
想
の
内
容
理
解
と
か

か
わ
っ
て
、
節
用
論
を
欲
望
を
否
定
す
る
議
論
、
尚
賢
論
を
欲

望
の
肯
定
を
前
提
と
す
る
議
論
と
理
解
し
た
う
え
で
、
両
者
の

矛
盾
、
と
い
う
こ
と
を
ま
ず
指
摘
さ
れ
る
。
そ
の
矛
盾
を
「
筍

子
」
が
論
難
し
な
い
の
は
、
「
筍
子
」
の
時
期
、
墨
家
の
尚
賢
論

が
い
ま
だ
成
立
し
て
い
な
か
っ
た
か
ら
だ
、
と
い
う
の
で
あ
る
。

し
か
し
「
荷
子
」
の
墨
家
理
解
が
は
た
し
て
内
容
に
深
く
立

ち
入
っ
た
性
質
の
も
の
で
あ
っ
た
の
か
、
一
考
を
要
す
る
の
で

は
な
い
か
。
む
し
ろ
墨
家
思
想
を
口
号
と
し
て
の
み
認
識
し
て

い
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
と
す
れ
ば
、
す
で
に
述
べ
た
よ
う

に
、
「
筍
子
」
自
身
も
尚
賢
を
主
張
し
て
い
た
以
上
、
尚
賢
と
い

う
論
点
で
墨
家
を
論
難
す
る
こ
と
は
驍
蹄
さ
れ
た
の
で
は
な
か

ろ
う
か
。
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「
荷
子
」
に
墨
家
の
尚
賢
論
へ
の
言
及
が
み
ら
れ
な
い
こ
と

に
つ
い
て
、
こ
の
よ
う
に
も
解
釈
で
き
る
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
尚
賢
上
篇
に
み
え
る
「
言
談
」
と
い
う
語
、
「
道
術
」

と
い
う
語
は
、
「
筍
子
」
の
う
ち
の
後
学
の
手
に
な
る
と
さ
れ
る

宥
坐
篇
・
哀
公
篇
、
「
韓
非
子
」
、
「
呂
氏
春
秋
」
、
「
准
南
子
」
、

買
誼
の
「
新
書
」
等
に
み
え
る
語
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
尚
賢

上
篇
も
戦
国
末
期
か
ら
漢
代
初
期
に
成
立
し
た
文
献
で
あ
る

（
四
八
頁
）
、
と
原
氏
は
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
特
定
の

語
が
、
「
孟
子
」
に
見
え
ず
、
「
筍
子
」
以
降
の
文
献
に
見
え
る
、

と
い
う
と
こ
ろ
か
ら
し
て
、
尚
賢
上
篇
の
成
立
を
「
筍
子
」
以

降
に
引
き
下
げ
る
、
と
い
う
の
は
可
能
性
の
一
方
の
み
を
選
択

し
た
と
し
か
言
え
な
い
。
も
う
一
つ
の
可
能
性
と
し
て
は
、
そ

の
よ
う
な
語
が
尚
賢
上
篇
に
す
で
に
み
え
、
そ
の
後
墨
家
思
想

の
影
響
を
受
け
た
、
あ
る
い
は
集
団
解
体
後
の
墨
者
が
流
入
し

た
グ
ル
ー
プ
の
手
に
な
っ
た
文
献
に
見
ら
れ
る
と
こ
ろ
と
な
っ

た
、
と
い
、
う
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
る
。

尚
賢
論
へ
の
言
及
と
い
え
ば
、
「
老
子
」
に
「
不
尚
賢
、
使
民

不
争
」
と
あ
る
こ
と
が
注
意
さ
れ
る
。
「
賢
を
尚
ば
ざ
れ
ば
、
民

を
し
て
争
わ
ざ
ら
し
む
」
、
換
言
す
れ
ば
「
賢
を
尚
ぶ
こ
と
は
、

民
を
争
そ
わ
す
こ
と
な
の
だ
」
と
い
う
主
張
で
あ
る
。
こ
の
主

張
が
、
尚
賢
の
対
象
を
一
般
の
民
に
ま
で
ひ
ろ
げ
た
墨
家
の
尚

賢
論
へ
の
批
判
と
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
か
。
近
年

の
研
究
に
よ
れ
ば
「
老
子
」
の
こ
の
一
句
は
、
紀
元
前
三
○
○

年
以
前
に
す
で
に
成
立
し
て
い
た
と
さ
れ
る
。
だ
と
す
れ
ば
孟

子
（
紀
元
前
三
七
二
年
ご
ろ
〜
紀
元
前
二
八
九
年
ご
ろ
）
の
尚

賢
論
に
対
す
る
批
判
と
す
る
よ
り
、
そ
れ
以
前
に
唱
え
ら
れ
た

尚
賢
論
に
た
い
す
る
批
判
で
あ
り
、
墨
家
の
尚
賢
論
に
対
す
る

批
判
と
考
え
て
よ
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

す
く
な
く
と
も
墨
家
の
尚
賢
論
の
成
立
時
期
を
論
ず
る
さ
い
、

「
老
子
」
の
こ
の
一
句
も
参
考
に
す
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な

か
ろ
員
フ
か
。

以
上
、
近
二
十
年
来
の
墨
家
研
究
の
お
も
な
論
考
を
み
て
き

た
わ
け
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
今
後
の
研
究
の
方
向
に
つ
い
て
い

さ
さ
か
展
望
し
て
お
こ
う
。

近
来
の
墨
家
研
究
を
総
括
し
た
山
辺
氏
は
「
今
後
の
研
究
展

望
と
し
て
：
：
．
‘
『
墨
子
』
諸
篇
に
お
い
て
段
階
的
に
生
成
発
展

し
た
『
墨
子
』
の
諸
思
想
を
清
朝
考
証
学
や
近
年
の
出
土
資
料

研
究
の
成
果
を
十
分
に
参
照
し
、
解
釈
し
直
す
こ
と
に
拠
っ
て
、

そ
の
思
想
的
特
質
と
そ
の
思
想
を
構
築
し
た
墨
家
集
団
の
性
格

５
研
究
の
展
望
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（

鋤

）

を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
」
（
一
三
○
頁
）
と
述
べ

て
い
る
。
た
し
か
に
近
年
の
墨
家
研
究
に
お
い
て
周
辺
か
ら
墨

家
へ
の
言
及
に
注
目
し
た
も
の
が
多
く
み
ら
れ
る
の
で
あ
っ
て
、

「
墨
子
」
の
読
解
そ
の
も
の
が
お
ろ
そ
か
に
さ
れ
て
い
る
き
ら

い
が
あ
る
。

呉
銃
江
「
墨
子
校
注
」
が
入
手
し
や
す
い
か
た
ち
に
刊
行

（

幻

）

（

鋤

）

さ
れ
、
ま
た
浅
野
氏
の
選
注
・
選
釈
も
出
版
さ
れ
、
氏
の
墨
家

理
解
が
原
文
解
釈
を
と
お
し
て
示
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

さ
ら
に
山
田
琢
氏
の
「
墨
子
」
上
・
下
の
出
版
さ
れ
、
い
わ

ゆ
る
兵
技
巧
書
に
つ
い
て
の
Ｈ
本
語
に
よ
る
信
頼
で
き
る
訳
注

が
提
供
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
「
墨
子
」
の
読
み
直
し
の
環
境

は
整
い
つ
つ
あ
る
と
い
え
よ
う
。

ま
た
東
洋
史
の
分
野
か
ら
従
来
の
墨
家
思
想
研
究
の
総
括
を

一

別

）

さ
れ
た
柴
田
昇
氏
は
「
墨
家
の
行
動
方
針
に
は
何
ら
か
の
揺
れ

が
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
し
、
十
論
の
中
に
は
若
干
異
な
る
立

場
の
者
に
よ
っ
て
著
さ
れ
た
も
の
も
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
『
墨

子
』
が
長
期
に
わ
た
っ
て
書
き
継
が
れ
た
書
で
あ
り
、
墨
家
の

活
動
が
戦
国
期
を
通
じ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
多

少
の
差
異
・
変
質
は
む
し
ろ
自
然
と
言
得
よ
う
。
本
稿
が
論
じ

た
い
の
は
墨
家
集
団
・
思
想
は
そ
の
根
底
に
あ
る
思
考
パ
タ
ー

ン
を
有
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
す
ぎ
な
い
」
（
二
三
頁
）
と
述

べ
て
い
て
、
墨
家
思
想
を
一
体
の
も
の
と
し
て
と
ら
え
よ
う
と

す
る
志
向
を
示
し
て
い
る
。

す
で
に
述
べ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
近
年
の
墨
家
思
想
研
究

は
停
滞
の
う
ち
に
あ
る
。
そ
の
理
由
と
し
て
は
、
「
墨
子
」
諸
篇

の
内
容
理
解
そ
の
も
の
に
問
題
の
あ
る
こ
と
、
ま
た
「
里
子
」

諸
篇
の
内
容
理
解
を
不
問
に
付
し
た
ま
ま
（
と
い
う
こ
と
は
旧

来
の
理
解
を
踏
襲
し
て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
）
、
「
墨
子
」
の

文
献
批
判
を
お
こ
な
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
墨
家
思
想
の
統
一
的

理
解
へ
の
志
向
が
ま
す
ま
す
う
す
ま
っ
て
い
く
こ
と
、
が
あ
げ

ら

れ

る

。

~

わ
れ
わ
れ
と
し
て
は
、
十
論
二
十
三
篇
各
篇
の
相
違
に
つ
い

て
、
従
来
と
も
す
れ
ば
混
同
さ
れ
が
ち
で
あ
っ
た
語
句
、
あ
る

い
は
言
葉
づ
か
い
、
表
現
技
巧
上
の
違
い
と
思
想
上
の
差
異
と

を
的
確
に
区
別
し
、
「
墨
子
」
十
論
二
十
三
篇
を
あ
る
ま
と
ま
り

を
持
っ
た
統
一
さ
れ
た
全
体
と
し
て
把
握
し
つ
つ
、
な
お
か
つ

発
展
、
展
開
の
過
程
を
も
的
確
に
意
味
づ
け
る
、
換
言
す
れ
ば
、

思
想
の
構
造
分
析
と
史
的
把
握
と
を
内
在
的
に
関
連
さ
せ
つ
つ

考
察
を
す
す
め
る
、
と
い
う
方
途
を
選
ぶ
ほ
か
な
い
で
あ
ろ
う
。

そ
の
た
め
に
は
「
墨
子
」
十
論
二
十
三
篇
の
綿
密
な
再
解
釈
、

と
く
に
墨
家
思
想
の
原
初
で
あ
る
兼
愛
上
篇
の
再
解
釈
が
重
要

で
あ
ろ
う
と
考
え
る
。
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T注~、一〆（
４
）

（
２
）

（
３
）

中
国
史
学
の
研
究
者
に
よ
る
研
究
と
し
て
は
、
板
野
長
八

氏
「
墨
子
の
非
命
説
」
（
「
史
学
雑
誌
」
五
八
〜
二
一
九

四
九
年
〉
お
よ
び
噌
淵
龍
夫
氏
「
墨
侠
」
（
「
一
橋
諭
叢
」

三
二
〜
四
一
九
五
四
年
）
を
挙
げ
て
お
く
。

創
文
社
一
九
七
三
年

集
英
社
一
九
七
四
年
。
な
お
墨
経
・
兵
技
巧
書
を
含
む

「
墨
子
」
（
下
）
は
新
川
大
作
氏
に
よ
っ
て
一
九
七
七
年
に

刊
行
さ
れ
た
。
前
書
き
に
、
非
儒
下
・
説
話
類
・
墨
経
・

兵
技
巧
書
を
訳
注
し
た
こ
の
書
は
、
注
釈
に
つ
い
て
、
あ

え
て
「
墨
子
間
詰
」
に
し
た
が
っ
た
、
と
あ
る
。

岩
間
一
雄
氏
は
、
渡
辺
氏
の
論
考
「
墨
家
の
集
団
と
そ
の

思
想
」
（
「
史
学
雑
誌
」
七
○
〜
一
○
・
三
一
九
六
一

年
）
に
コ
メ
ン
ト
し
て
以
下
の
よ
う
に
述
べ
る
（
「
一
九
六

一
年
の
中
川
思
想
研
究
」
「
名
古
屋
大
学
法
政
論
集
」
二

○
一
九
六
二
年
）
・

渡
辺
氏
が
墨
家
集
団
の
社
会
学
な
意
味
で
の
特
質
か

ら
そ
の
思
想
の
統
一
的
把
握
を
企
て
る
と
し
て
も
、
結

局
、
（
１
）
兼
愛
Ⅱ
双
務
・
人
民
解
放
・
弱
者
支
持
、
（
２
）

尚
同
Ⅱ
専
制
主
義
と
し
て
、
上
述
の
一
面
的
墨
子
理
解

を
、
と
も
に
再
出
さ
せ
つ
つ
、
こ
れ
を
墨
家
集
団
の
初

期
・
後
期
の
思
想
と
し
て
そ
の
時
間
的
変
化
の
中
に
包

括
し
よ
う
と
す
る
、
と
い
う
結
果
に
終
わ
ら
ざ
る
を
え

な
い
。
も
と
よ
り
初
期
、
後
期
と
時
間
的
に
区
別
す
る

（
Ⅳ
）

（
Ⅱ
）

へ
２
一

一
勺
ｌ
上
巨

（
略
）

（
Ｍ
）

（
喝
）

（
肥
）

（
叩
）

へ
５
）

〆
寓

（
６
）

（
７
）

話
〆

（
８
）

（
９
）

と
し
て
も
、
こ
の
両
者
が
事
実
上
、
Ｍ
時
間
的
に
も
存

在
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
渡
辺
氏
自
ら
指
摘
す
る

ご
と
く
だ
か
ら
で
あ
る
。

「
墨
家
の
集
団
と
そ
の
思
想
」
（
前
掲
書
五
九
三
頁
）

同
論
文
（
前
掲
書
五
九
七
頁
）

訓
読
は
渡
辺
訳
「
墨
子
」
（
上
）
に
よ
る
。

「
墨
家
思
想
」
（
前
掲
書
六
七
○
頁
）

拙
稿
「
墨
家
の
人
間
観
１
１
尚
賢
論
と
兼
愛
論
Ｉ
」
（
「
早

稲
田
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
紀
要
別
冊
」
二
一
九
七

六
年
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

「
墨
家
思
想
の
体
系
的
理
解
（
二
ｌ
兼
愛
論
に
つ
い
て

ｌ
」
（
集
刊
「
東
洋
学
」
三
二
一
九
七
四
年
二
五
頁
）

「
東
洋
研
究
」
四
三
一
九
七
六
年

集
刊
「
東
洋
学
」
六
七
一
九
九
二
年

「
フ
ィ
ロ
ソ
フ
ィ
ア
」
六
九
一
九
八
一
年

「
哲
学
」
（
広
島
大
学
）
三
二
一
九
八
○
年

汲
古
書
院
一
九
九
七
年

「
『
墨
子
』
論
説
類
研
究
緒
論
・
統
補
」
（
「
東
洋
古
典
学
研

究
」
八
一
九
九
九
年
）

以
下
の
一
連
の
論
考
に
よ
る
。

「
『
墨
子
』
論
説
類
研
究
緒
論
」
（
「
東
洋
古
典
学
研
究
」

四
一
九
九
七
年
）
、
「
『
墨
子
』
尚
同
論
の
主
題
と
構
造
」

（
「
東
洋
古
典
学
研
究
」
五
一
九
九
八
年
）
、
「
『
墨
子
』
非

命
論
と
漢
初
の
時
代
机
」
（
「
東
洋
古
典
学
研
究
」
六
一
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九
九
八
年
）
、
「
『
墨
子
』
天
志
と
天
子
権
力
」
（
「
東
洋
古
典

学
研
究
」
七
一
九
九
九
年
）
・

（
肥
）
こ
こ
で
採
り
あ
げ
た
山
辺
氏
の
論
考
は
「
『
墨
子
』
尚
同
三

篇
の
統
治
機
構
と
そ
の
論
理
」
（
「
日
本
中
国
学
会
報
」
四

三
一
九
九
一
年
）
で
あ
る
。

氏
は
他
に
「
『
墨
子
』
所
見
の
賞
罰
論
の
形
態
と
そ
の
特

質
ｌ
そ
の
発
生
基
盤
と
し
て
の
墨
家
集
団
へ
の
一
つ
の

ア
プ
ロ
ー
チ
と
し
て
ｌ
」
（
「
中
国
古
典
研
究
」
三
六
一

九
九
一
年
）
、
「
『
墨
子
』
の
天
に
つ
い
て
Ｉ
伝
統
的
天
観

と
の
比
較
を
中
心
と
し
て
ｌ
」
（
「
東
方
学
」
八
四
一

九
九
二
年
）
、
「
赤
塚
忠
『
皇
子
の
天
志
に
つ
い
て
１
塁

子
の
思
想
体
系
の
復
元
Ｉ
』
の
再
検
討
」
（
「
東
洋
哲
学

論
叢
皇
一
九
九
二
年
）
、
「
尭
舜
禅
讓
孜
ｌ
経
学
概
念

成
立
前
史
」
（
「
斯
文
」
一
○
二
九
九
二
年
）
、
「
銘
文
の

倫
理
化
と
『
引
経
』
ｌ
『
畢
子
』
所
伝
『
鐵
於
金
石
、
琢

於
○
孟
』
の
意
味
す
る
も
の
」
（
「
早
稲
田
大
学
大
学
院
文

学
研
究
科
紀
要
別
冊
」
二
○
一
九
九
四
年
）
が
あ
る
。

（
四
）
「
日
本
中
国
学
会
報
」
二
四
一
九
七
二
年

（
別
）
山
辺
進
「
我
が
国
近
代
以
後
に
お
け
る
墨
学
研
究
批
判
」

（
「
二
松
学
舎
大
学
諭
集
」
四
二
一
九
九
九
年
）
。

な
お
氏
は
「
墨
学
与
現
代
文
化
」
（
孫
中
原
編
中
国
広

播
電
視
出
版
社
一
九
九
八
年
）
に
「
Ⅱ
本
的
墨
学
研
究
」

と
題
し
て
日
本
に
お
け
る
墨
家
研
究
の
状
況
を
的
確
に
紹

介
し
て
お
ら
れ
る
。

（
別
）
「
墨
子
校
注
」
（
西
南
師
範
大
学
出
版
社
一
九
九
二
年
）
。

新
編
諸
子
集
成
「
墨
子
校
注
」
上
・
下
（
中
華
書
局
一

九
九
三
年
）

（
犯
）
浅
野
裕
一
「
墨
子
」
（
「
孟
子
・
墨
子
」
角
川
書
店
一

九
八
九
年
。
の
ち
講
談
社
学
術
文
庫
一
九
九
八
年
）

（
詔
）
「
墨
子
」
上
・
下
（
明
治
書
院
一
九
七
五
・
八
七
年

（
別
）
柴
田
昇
「
墨
家
集
団
論
序
説
ｌ
墨
家
思
想
の
再
構
成

Ｉ
」
（
「
名
古
屋
大
学
東
洋
史
研
究
報
告
」
二
三
一
九

九

九

年

）


