
十
世
紀
の
初
め
に
書
か
れ
た
「
因
幡
国
司
解
案
紙
背
仮
名
消
息
」
は
散
ら
し
書
き
の
要
素
は
な
い
も
の
の
仮
名
美
と
し
て
、
連
綿
（
単
純
な

連
続
）
、
墨
量
（
潤
渇
）
の
効
果
が
あ
り
、
又
、
感
情
の
起
伏
が
線
の
太
細
、
特
に
墨
量
の
多
い
と
こ
ろ
で
は
太
く
豊
か
な
厚
み
、
少
な
い
（
渇

筆
）
と
こ
ろ
で
は
細
く
シ
ャ

ー
プ
に
表
現
さ
れ
て
い
る
。
書
き
手
の
心
情
が
線
の
表
情
、
動
き
に
反
映
し
て
い
る
が
、
縦
、
下
へ
の
流
れ
よ
り

も
、
左
右
の
振
幅
が
大
き
い
書
で
あ
る
。
横
線
の
省
略
が
進
み
、
縦
が
生
か
さ
れ
て
書
か
れ
た
も
の
と
し
て
藤
原
公
任
の
北
山
抄
紙
背
仮
名
消

息
が
あ
げ
ら
れ
る
が
、
十
世
紀
後
半
、
十
一
世
紀
に
入
ら
ん
と
す
る
あ
た
り
で
、
こ
の
後
、
約
四
十
年
、
高
野
切
を
登
場
さ
せ
、
仮
名
書
美
の

黄
金
時
代
を
迎
え
る
の
で
あ
る
。
二
つ
の
消
息
の
間
に
「
石
山
寺
虚
空
蔵
菩
薩
念
誦
次
第
紙
背
仮
名
文
書
」
が
存
在
す
る
。
紙
面
に
し
っ
か
り

毛
先
を
当
て
る
起
筆
が
見
え
、
高
野
切
第
二
種
と
同
様
の
「
き
」
が
あ
る
が
連
綿
美
を
手
に
入
れ
て
い
な
い
書
風
の
一
片
、
伸
び
や
か
で
軽
み

を
持
つ
が
、
縦
、
下
へ
の
流
れ
を
宿
さ
ず
単
体
的
な

一
片
、
こ
の

二
片
の
消
息
は
十
世
紀
前
半
的
と
思
わ
れ
る
が
、
新
風
の
傾
向
を
示
す
一
片

「
仮
名
消
息
」

ヽ

と

「
寸
松
庵
色
紙
」

福

島

に
関
す
る
一
考
察

浩
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が
あ
る
。
大
ら
か
で
伸
び
や
か
に
横
線
の
存
在
感
が
薄
れ
、
細
く
切
れ
の
あ
る
線
、

二
文
字
を

一
字
化
さ
せ
る
連
綿
手
法
、
墨
量
の
調
節
（
潤

か
ら
渇
へ
漸
減
）
が
効
果
と
し
て
流
れ
を
生
み
、
各
文
字
が
行
の
中
に
溶
け
こ
む
。
そ
し
て
行
間
を
意
識
と
し
て
持
ち
、
返
し
書
き
で
の
行
頭

逓
下
の
構
成
が
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
か
ら
約
三
十
年
を
経
て
、
公
任
の
「
北
山
抄
紙
背
仮
名
消
息
」
が
登
場
す
る
。
石
山
寺
仮
名
消
息
を

一

段
と
前
進
さ
せ
行
の
流
れ
に
文
字
は
隠
れ
、
相
当
に
縦
、
下
へ
の
流
れ
が
意
識
さ
れ
て
い
る
。
よ
っ
て
行
間
も
涼
し
げ
で
返
し
書
き
に
も
高
低

の
差
を
つ
け
た
逓
下
を
用
い
、
本
文
に
ま
で
逓
下
が
見
ら
れ
る
。
第
二
通
に
い
た
っ
て
は
禿
筆
を
用
い
第

一
通
ほ
ど
の
線
条
の
美
は
乏
し
く
も

行
頭
に
高
低
を
伴
う
逓
下
を
つ
け
て
書
か
れ
て
い
る
。
こ
こ
に
は
寸
松
庵
色
紙
の
散
ら
し
形
式
を
思
わ
せ
、
特
に
運
筆
に
「
本
と
A

支
須
那
可

奈
＜
佐
と
の
…
」
や
「
お
裳
ひ
い
づ
る
と
支
盤
の
山
…
」
の
紙
面
に
表
れ
た
風
情
で
あ
る
。
又
、
終
わ
り
の
部
分
で
は
墨
量
豊
か
な
行
を
中
心

と
し
て
両
側
に
中
間
的
墨
量
の
行
、
渇
筆
の
行
を
抱
え
、
加
え
て
行
の
力
関
係
に
序
列
を
持
っ
て
お
り
、
寸
松
庵
色
紙
の
「
あ
免
ふ
れ
盤
可
さ

と
利
山
の
…
」
の
紙
面
に
も
通
ず
る
。
卒
意
の
書
で
あ
る
消
息
ゆ
え
、
意
図
的
で
な
い
と
し
て
も
仮
名
の
美
、
「
連
綿
美
、
墨
量
の
調
節
、
行
間
、

行
頭
の
処
理
」
に
徐
々
に
と
い
う
変
化
を
与
え
て
い
る
点
は
、
単
な
る
消
息
で
は
な
く
仮
名
表
現
の
力
量
が
豊
か
な
者
の
手
で
あ
る
と
い
え
る
。

以
上
の
仮
名
消
息
は
そ
れ
ぞ
れ
、
小
野
道
風
の
時
代
（
因
幡
国
司
解
案
紙
背
仮
名
消
息
）
、
藤
原
佐
理
の
時
代
（
石
山
寺
虚
空
蔵
念
誦
次
第
紙
背

仮
名
消
息
）
、
藤
原
行
成
の
時
代
（
北
山
抄
紙
背
仮
名
消
息
）
の
も
の
で
あ
り
彼
ら
の
書
か
ら
も
仮
名
美
の
要
素
を
見
い
出
せ
る
。
道
風
の
「
玉

泉
帖
」
は
太
さ
や
表
情
を
変
え
ず
息
長
い
運
筆
が
あ
る
が
、
先
の
消
息
の

一
部
に
通
ず
る
書
法
で
、
又
盛
り
上
が
り
を
見
せ
る

一
方
で
草
書
の

部
分
で
は
繊
細
な
線
質
と
速
度
を
上
げ
て
動
き
の
中
で
技
を
か
け
て
い
る
点
、
し
か
も
こ
れ
ら
の
部
分
で
は
墨
量
を
極
度
に
減
ら
し
て
い
る

点
、
仮
名
に
通
じ
て
い
る
。
流
動
美
を
指
向
す
る
和
様
漢
字
と
背
後
の
骨
格
と
も
言
え
る
渇
筆
で
細
い
線
で
表
わ
さ
れ
た
草
書
が
生
み
出
す
世

界
で
あ
る
。
藤
原
佐
理
の
書
状
か
ら
は
、
止
め
を
意
識
し
す
ぎ
ず
に
進
む
和
様
の
特
色
に
よ

っ
て
常
に
動
き
の
中
で
技
が
か
か
り
、
道
風
同
様

渇
筆
で
細
め
の
線
に
よ
る
表
現
を
取
り
入
れ
、
し
か
も
多
字
数
連
綿
と
し
て
同

一
の
太
さ
で
同
一
の
表
情
に
よ

っ
て
書
き
進
め
る
「
頭
弁
帖
」

は
道
風
以
上
に
仮
名
消
息
に
近
い
。「
恩
命
帖
」
で
は
仮
名
同
様
に
縦
に
流
れ
る
リ
ズ
ム
の
中
で
文
字
は
単
純
化
さ
れ
大
胆
な
疎
密
が
用
い
ら
れ
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＇ 

て
仮
名
に
お
け
る
二
字
、

三
字
連
綿
が
行
わ
れ
行
を
行
と
し
て
の
営
み
の
上
に
成
立
さ
せ
て
い
る
。
さ
ら
に
文
字
の
集
団
性
が
次
の
集
団
性
を

求
め
て
、

そ
の
集
団
は
又
、
次
の
集
団
性
を
求
め
て
ゆ
き
、
仮
名
美
を
思
わ
せ
る
行
が
あ
る
。
そ
し
て
集
団
と
集
団
、
行
と
行
と
の
間
に
生
ま

れ
た
空
間
に
日
本
的
な
美
し
い
間
を
見
る
こ
と
が
出
来
る
。
「
国
申
文
帖
」
で
は
文
字
を
右
下
、
左
下
へ
と
交
互
に
指
向
さ
せ
る
場
面
が
あ
っ
て

「
う
ね
り
」
を
見
せ
る
。
漢
字
を
用
い
て
も
、
流
れ
を
造
形
的
に
生
み
だ
す
こ
の
手
法
は
寸
松
庵
色
紙
の
中
で
単
純
な
姿
の
文
字
に
よ

っ
て
展
開

さ
れ
て
ゆ
く
。
「
去
夏
帖
」
で
は
各
行
頭
の
文
字
で
縦
線
を
は
る
か
上
方
へ
伸
ば
す
心
持
ち
に
よ
っ
て
上
空
に
働
き
か
け
、
行
尾
で
は
右
下
へ
沈

ま
せ
る
。
さ
ら
に
二
字
を
一
文
字
の
ご
と
く

一
体
化
さ
せ
る
組
み
合
わ
せ
が
あ
っ
て
仮
名
表
現
に
一
層
近
付
い
た
姿
が
あ
る
。
最
後
の

「十
月

二
十
五
日
…
」
の
行
で
は
、
徐
々
に
速
度
を
増
し
繊
細
さ
か
ら
大
胆
へ
の
展
開
が
は
か
ら
れ
る
。
こ
こ
に
渋
滞
の
な
い
流
れ
が
生
む
空
間
美
、

連
綿
美
、
同
一
の
線
条
に
よ
っ
て
進
む
和
様
と
仮
名
が
同
居
し
て
文
字
は
行
の
流
れ
に
溶
け
こ
ん
で
各
文
字
の
存
在
を
感
じ
さ
せ
な
い
。
消
息

の
形
式
は
卒
意
で
あ
る
が
、
仮
名
美
の
要
素
が
育
成
さ
れ
、
よ
り
洗
練
さ
れ
た
も
の
に
「
寸
松
庵
色
紙
」
が
あ
る
。
行
と
行
と
の
組
み
合
わ
せ

の
中
で
仮
名
美
は
展
開
さ
れ
る
が

「
し
ら
つ
ゆ
…
」
の
紙
面
で
は
「
し
ら
つ
ゆ
」
の
行
を
象
徴
的
な
存
在
と
し
て
肉
厚
な
線
に
よ

っ
て
表
現
さ

れ
る
。
中
心
移
動
に
よ
る
左
右
へ
の
動
き
を
最
小
限
に
し

「
つ
ゆ
」
で
の
高
ま
り
を
受
け
て
「
の
」
で
余
韻
、

「
い
ろ
盤
」
の
直
線
は
そ
れ
ま
で

の
ゆ
る
や
か
な
流
れ
か
ら
直
の
響
き
へ
移
る
。
こ
の
行
と
第

一
行
の
「
東
し
ゅ
支
」
が
見
せ
る
伸
び
の
あ
る
暢
達
し
た
姿
と
の
対
比
は
広
い
空

間
に
よ

っ
て
浮
か
び
あ
が
り
、
広
い
行
間
と
し
て
の
空
間
が
意
識
さ
れ
て
い
る
。
第
三
行
の
「
悲
と
つ
を
い
可
年
し
天
」
は
全
方
位
に
伸
び
ゆ

く
線
の
動
き
が
鶴
の
舞
い
の
様
に
降
り
、
こ

の
動
き
が
行
と
し
て
の
集
団
を
生
む
。
心
地
よ
い
連
続
性
は
各
場
面
で
の
各
文
字
を
最
も
美
し
く

し
た
上
で
行
に
隠
れ
て
ゆ
く
べ

く
筆
を
運
ん
で
い
る
。
第
四
行
の
「
あ
き
の
こ
の
者
を
ち
ゞ
」
に
お
け
る
「
の
こ
の
」
で
見
せ
る
付
け
入
る
隙

の
な
い

三
字
連
綿
に
は
「
の
」
の
第

一
筆
で
息
も
つ
か
せ
ぬ
直
線
が
働
き

一
体
化
し
て
い
る
。
第
五
行
の
「
休
所
元
ら
ん
」
の
長
い
縦
の
直
線

は
第
二
行
か
ら
第
四
行
ま
で
の
揺
さ
ぶ
り
に
よ
る
振
幅
の
動
き
を
断
ち
行
同
志
の
波
動
か
ら
行
と
行
と
の
放
ち
書
き
へ
移
る
。
そ
し
て
第

一
行

の

「東
し
ゅ
支
」
の
縦
の
流
れ
強
調
に
呼
応
し
、
紙
面
外
へ
放
出
せ
ん
と
す
る
中
央
三
行
の
左
右
へ
の
増
大
す
る
揺
さ
ぶ
り
を
両
サ
イ
ド
か
ら
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包
み
こ
み
、

一
方
で
静
と
動
の
調
和
の
世
界
を
作

っ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
消
息
の
よ
う
な
卒
意
で
は
な
く
筆
者
の
面
を
作
ろ
う
と
す
る
意
識
が

窺
え
る
。
前
行
に
対
し
て
反
応
し
な
が
ら
仮
名
は
進
む
が
、
こ
こ
で
行
の
営
み
が
明
確
に
姿
を
現
し
ま
す
。
こ
の
各
行
の
営
み
が
統

一
感
を

持
っ
た
時
、
始
め
て
変
化
と
統

一
の
バ
ラ
ン
ス
が
保
た
れ
散
ら
し
書
き
と
し
て
の
調
和
を
み
る
こ
と
が
出
来
ま
す
。
仮
名
消
息
で
示
さ
れ
た
行

の
進
み
、
返
し
書
き
に
は
見
ら
れ
な
い
が
、
そ
の
萌
芽
を
感
じ
取
る
こ
と
は
出
来
ま
す
。
「
き
の
あ
支
見
年
」
の
紙
面
は
行
の
左
右
に
壁
を
作
り

右
回
り
、
左
回
り
、
あ
る
い
は
直
線
上
の
壁
を
鮮
明
に
し
て
集
団
性
を
作
る
と
共
に
張
り
を
持
た
せ
て
い
ま
す
。
「志
ら
ゆ
支
の
と
こ
ろ
」
で
は

「
志
ら
ゆ
支
」
を
直
立
的
に
登
え
さ
せ
、
脚
部
で
は

「と
こ
ろ
」
で
右
へ
張
り
出
す
。
第
三
行
は
垂
直
的
な
線
で
凛
と
し
「
ふ
利
し
介
」
の
脚
部

で
右
下
へ
沈
ま
せ
る
。
こ
こ
で
は
横
の
線
を
最
小
限
に
使
用
、
行
間
の
白
を
大
き
く
際
立
た
せ
ま
す
。
第
二
行
で
の
強
い
波
、
第
一
波
に
対
す

る
第
二
波
の
強
さ
で
紙
面
左
方
へ
働
き
「
と
曽
三
」
で
全
体
を
引
き
締
め
、
こ
の
「
三
」
の
各
線
の
方
向
に
よ
っ
て
全
体
に
精
彩
を
与
え
、
た

っ

た

一
文
字
で
も
全
体
に
働
き
か
け
る
力
が
生
ま
れ
る
こ
と
を
教
え
て
い
る
。
又
、
行
尾
の
処
理
で
は
、

統

一
を
は
か

っ
て
い
る
。
統

一
を
は
か
る
手
法
こ
そ
、
散
ら
し
美
を
決
定
づ
け
る
要
素
と
な
る
。

ゆ
る
や
か
な
弧
に
よ
る
描
線
を
も

っ
て

つ
。
技
と
心
が
暢
達
し
、
墨
量
を
控
え
た
状
態
で
書
き
進
め
た
「
羅
し
山
の
休
し
支
の
お
れ
者
可
っ
ち
」
に
お
け
る
余
分
な
も
の
を
全
て
削
い

だ
線
条
、
こ
の
境
地
は
琴
線
に
ふ
れ
る
美
し
さ
で
こ
れ
以
上
取
る
こ
と
の
出
来
な
い
空
間
が
も
た
ら
さ
れ
て
い
る
。
書
き
出
し
の
「
志
も
の
」

は
ボ
リ
ュ
ー
ム
の
あ
る
線
で
和
様
の
特
徴
を
持
っ
た
連
綿
文
字
群
で
、
脚
部
の

「
つ
ゆ
の
」
は
反
対
に
密
で
切
れ
が
あ
り
速
度
の
増
し
た
表
現

で
対
比
す
る
。
「
ゆ
」
か
ら
「
の
」
に
か
け
て
の
潔
さ
に
も
道
風
や
佐
理
の
渇
筆
部
に
通
ず
る
表
情
が
見
ら
れ
ま
す
。
第
三
行
は
第
二
行
と
の
差

を
太
細
に
よ

っ
て
大
胆
に
見
せ
て
小
刻
み
さ
を
強
調
、
第
四
行
の
「
羅
し
山
の
ホ
し
支
」
で
は
筆
者
の
心
は
最
高
潮
に
達
し
て
い
る
。
「
の
お
れ

者
可
っ
ち
」

の
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
上
方
下
方
へ
の
動
き
が
第
四
行
の
左
右
へ
の
広
が
り
と
の

ハ
ー
モ
ニ
ー
を
奏
で
各
行
は
独
立
し
た
も
の
で
な

く
対
応
し
合
っ

て
い
る
。
消
息
と
の
関
係
で
線
の
内
容
に
着
目
す
る
と
、
寸
松
庵
色
紙
で
は
筆
と
紙
面
と
の
密
着
性
が
強
い
。
こ
の
強
さ
は
転

「
志
も
の
た
て
」

の
紙
面
で
は
自
由
で
広
や
か
な
心
で
爽
快
な
運
筆
で
あ
り
、

充
分
に
深
く
息
を
吸
い
清
々
し
く
伸
び
豊
か
な
拡
が
り
を
持
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ま
せ
た
上
で
空
間
の
美
に
到
達
し
た
も
の
と
思
う
。

一
方
最
終
行
の
「
み
ち
し
に

ま
す
。

折
で
の
毛
先
の
弾
力
に
よ
る
も
の
で
、
細
く
て
も
生
か
さ
れ
る
。
又
、
長
い
「
し
」
は
消
息
に
も
見
ら
れ
る
が
、
伸
び
や
か
に
必
要
以
上
に
長

い
消
息
に
対
し
て
左
右
に
余
白
を
抱
え
、
空
間
か
ら
作
り
出
さ
れ
る
時
間
の
豊
か
さ
を
寸
松
庵
色
紙
で
は
見
る
こ
と
が
出
来
る
。

「
お
く
山
年
毛
み
ぢ
」
の
紙
面
は
相
反
す
る
要
素
を
左
右
で
対
比
さ
せ
て
隣
り
合
う
二
行
、
三
行
、
四
行
に
美
し
い
か
み
合
わ
せ
を
作
っ
て
い

い
ま
す
。
大
ら
か
な
書
き
出
し
を
各
行
頭
で
見
せ
上
部
の
空
間
を
広
く
受
け
と
め
る
心
の
余
裕
を
感
じ
ま
す
。
「
お
く
山
ホ
毛
み
ぢ
ふ
」
の
行
と

「
み
わ
介
那
く
し
可
」
の
対
比
が
鮮
明
で
こ
の
力
関
係
が
生
む
空
間
に
響
き
が
あ
り
ま
す
。
「
こ
ゑ
支
」
の
向
勢
の
集
団
と
「
あ
き
者
」
の
背
勢

の
集
団
が
対
応
し
行
間
を
包
み
ま
す
。
こ
れ
は
偶
然
の
も
の
で
は
な
く
筆
者
の
造
形
感
覚
と
空
間
心
理
に
よ
る
も
の
で
す
。
こ
の
こ
と
は
行
尾

の
高
さ
の
違
い
か
ら
生
ま
れ
る
船
底
型
の
描
線
に
も
感
じ
ら
れ
「
き
」
の
位
置
が
こ
の
描
線
を

一
層
高
い
次
元
に
押
し
上
げ
て
紙
面
を
統

一
し

第
一
行
と
第
五
行
（
両
サ
イ
ド
の
行
）
が
果
た
す
役
割
は
「
し
ら
つ
ゆ
の
…
」
の
紙
面
で
も
述
べ
た
が

「ち
は
や
ぶ
る
」
の
紙
面
で
は
多
く

の
紙
面
で
左
回
り
の
弧
を
え
が
き
右
下
へ
向
か
い
、
こ
の
動
き
が
波
動
と
な
っ
て
第
二
行
以
降
に
示
唆
さ
れ
る
の
と
異
な
り
、
右
回
り
の
弧
に

よ
り
紙
面
右
へ
の
膨
張
感
が
あ
る
。
し
か
も
墨
量
が
控
え
目
の
た
め

一
層
小
さ
な
紙
面
に
拡
が
り
を
与
え
ま
す
。

介
利
」
は
左
回
り
の
弧
を
え
が
き
縦
線
の
効
果
に
よ

っ
て
第

一
行
「
つ
ら
ゆ
き
」
と
呼
応
し
左
紙
面
外
へ
の
膨
張
感
を
持
た
せ
て
い
る
。
又、

行
尾
の
文
字
は
細
い
線
を
主
と
し
て
四
隅
の
空
間
に
拡
が
る
白
の
美
し
さ
を
引
き
出
し
て
い
る
。
こ
こ
ま
で
単
純
化
さ
れ
た
文
字
の
形
を
用
い

つ
つ
立
体
感
、
荘
重
な
世
界
を
生
み
出
し
た
の
は
筆
者
の
辿
り
着
い
た
境
地
に
よ
る
も
の
だ
。
関
戸
本
古
今
集
や
本
阿
弥
切
に
よ

っ
て
表
わ
さ

れ
た
変
化
の
美
、
多
彩
な
表
現
の
織
り
な
す
積
極
的
表
情
、
高
野
切
第

一
種
に
見
ら
れ
る
静
か
で
豊
か
な
清
閑
な
世
界
の
い
づ
れ
を
も
染
み
こ

「
あ
万
の
可
盤
」
の
紙
面
で
は
中
央
部
に
膨
張
感
が
あ
り
「
な
み
」
の
二
文
字
と
取
り
囲
む
空
間
が
大
き
な
作
品
に
見
せ
、
伸
ば
し
と
詰
め
、

る
。
文
字
群
と
行
と
同
じ
力
で
空
間
の
響
き
が
鮮
明
に
浮
か
び
、

一
回
性
の
運
筆
の
中
で
瞬
時
に
適
切
な
線
を
表
現
し
新
た
な
空
間
を
作
っ
て
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き
出
し
、
ど
こ
ま
で
も
続
き
完
結
さ
せ
な
い
。

法
に
通
じ
て
お
り
、
又
、
沈
み
と
左
上
へ
の
伸
び
に
よ
る
対
比
は
寸
松
庵
色
紙
の
中
で
こ
の
紙
面
が
最
も
効
果
を
発
揮
し
て
い
る
。

道
風
の
和
様
に
表
れ
た
一
定
の
圧
と
速
度
に
よ
る
一
字
完
結
で
な
い
、
終
わ
り
の
な
い
長
い
呼
吸
は
寸
松
庵
色
紙
の
「
あ
支
者
支
の
」
と
「
つ

支
可
介
も
」
の
紙
面
で
集
団
と
し
て
、
し
か
も
研
ぎ
出
さ
れ
て
い
る
。
肉
厚
で
豊
か
な
線
に
よ
る
「
あ
支
者
支
の
」
、
太
細
を
加
え
て
息
長
い
行

と
す
る
「
可
者
な
く
ら
ん
」
に
お
い
て
象
徴
的
に
表
れ
て
い
る
。
第
二
行
と
第
三
行
下
部
に
大
き
な
文
字
を
配
し
て
右
下
へ
の
沈
み
を
助
長
し

な
が
ら
上
部
「
年

・
を

・
可
」
で
縦
線
を
私
か
し
て
聟
え
、
上
下
へ
互
い
に
引
っ
張
り
合
う
。
行
尾
で
詰
め
た
文
字
に
よ
っ
て
エ
ネ
ル
ギ

ー
を

た
め
、
こ
れ
を
バ
ネ
と
し
て
次
の
行
頭
に
ス
ケ
ー
ル
大
き
く
起
箪
に
向
か
う
筆
脈
を
追
う
と
全
て
の
行
は
一
行
の
ご
と
く
連
続
さ
れ
て
い
る
。

第
一
行
の
「
と
し
ゅ
支
」
は
佐
理
書
状
の
去
夏
帖
に
お
け
る
渇
筆
部
に
重
厚
さ
を
加
え
、
ゆ
る
み
な
い
腹
の
活
躍
、
深
い
呼
吸
が
見
え
る
。
収

筆
に
目
を
向
け
る
と
「
あ
支
者
支
の
」

点
に
集
毛
し
立
ち
上
が
る
。
「
花
さ
支
」
の
「
支
」
の
収
筆
は
リ
ズ
ミ
カ
ル
な
「
さ
」
を
受
け
て
深
い
呼
吸
で
エ
ネ
ル
ギ

ー
を
た
め
、
「
堂
可
佐

ご
の
」
の

「の」
、
「
い
万
や
志
」
の
「
志
」
も
同
様
で
あ
り
、
「
な
く
ら
元
」
の
「
元
」
に
い

た

っ
て
は
深
く
吸
い
込
ん
だ
空
気
を
長
く
深
く
吐

「
つ
支
可
介
も
」
で
始
ま
る
一
紙
も
伸
ば
し
と
詰
め
、
集
約
と
拡
散
に
よ
る
呼
吸
が
リ
ズ
ム
と
な
り
集
団
化
さ
せ
る
。
寸
松
庵
色
紙
は
一
行
の

文
字
数
が
少
な
い

た
め
、
他
の
一
首
二
行
の
古
筆
の
よ
う
に
各
行
中
に
複
数
の
集
団
は
作
り
に
く
く
左
へ
の
行
展
開
に
よ
っ
て
集
団
の
存
在
を

浮
か
び
上
が
ら
せ
る
。
第
二
行
の
「
つ
支
可
介
も
者
な
も
ひ
」
で
は
「
支
可
」
の
連
綿
を
長
く
伸
ば
し
「
可
介
も
者
」
で
白
を
大
き
く
抱
え
伸

ば
し
「
な
も
」
で
詰
め
、
最
も
伸
ば
す
中
央
部
の
「
介
も
者
」
は
や
や
細
身
の
線
と
し
て
さ
り
げ
な
い
膨
張
を
は
か
り
「
な
も
ひ
」
で
右
下
へ

沈
め
こ
む
。
第
三
行
は
第
二
行
同
様
に
中
央
部

「
ホ
見
遊
」
を
伸
ば
し
小
刻
み
な
う
ね
り
を
穏
や
か
な
中
で
見
せ
て
い
る
。
第
四
行
「
於
ほ
所

ら
を
佐
へ
を
」
は
第
三
行
を
意
識
し
て
簡
略
な
文
字
に
は
複
雑
な
文
字
を
複
雑
な
文
字
に
は
簡
略
な
文
字
を
当
て
て
呼
応
す
る
こ
と
で
常
に
前

太
細
に
よ
っ
て
面
が
作
ら
れ
て
い
る
。

一
字
一
字
を
左
下
、
右
下

へ
指
向
さ
せ
て
流
れ
を
強
調
す
る
第

一
、
第
二
行
は
佐
理
書
状
に
表
れ
た
手

で
は
内
に
力
が
こ
も
っ
た
集
団
で
脈
々
と
流
れ
て
い
な
が
ら
「
の
」
の
収
筆
は
厚
み
を
保

っ
た
後
、
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又
、
橋
姫
巻
に
は

と
あ
り
、
藤
袴
巻
で
は

行
の
持
ち
味
を
生
か
し
、
自
ら
も
独
自
性
を
発
揮
す
る
。
こ
う
し
た
手
法
に
辿
り
着
い
た
寸
松
庵
色
紙
の
筆
者
は
非
常
に
高
い
精
神
性
を
背
景

と
し
て
こ
の
書
を
執
筆
し
て
い
る
。
詰
め
と
伸
ば
し
、
密
と
疎
を
繰
り
返
し
集
約
と
拡
散
に
よ
る
リ
ズ
ム
が
美
し
い
紙
面
で
あ
る
。

墨
の
効
果
に
よ
る
寸
松
庵
色
紙
の
美
に
も
高
い
精
神
性
が
発
揮
さ
れ
て
い
る
。
「
わ
可
や
度
の
」
で
は
各
行
の
墨
の
あ
る
部
分
と
少
な
い
部
分

が
鮮
明
で
第
二
行
か
ら
四
行
ま
で
横
に
連
携
、
展
開
す
る
こ
と
で
面
を
作
り
ま
す
。「
こ
づ
多
へ
ば
」
の
作
品
で
は
控
え
目
な
墨
量
で
進
み
つ
つ

光
と
影
に
よ
り
存
在
感
を
強
調
し
ま
す
。
第
二
行
と
四
行
で
の
中
心
移
動
に
よ
る
行
の
う
ね
り
と
中
心
が
揃
う
第
三
行
、
五
行
と
の
対
比
は
動

と
静
と
の
共
存
、
動
き
の
中
で
止
ま
る
こ
と
の
必
要
性
を
導
い
て
い
る
。
又
、
離
れ
た
行
同
志
（
第
二
行
と
四
行
）
に
よ
る
漸
減
漸
増
の
繰
り

返
し
が
見
せ
る
対
比
、
「
ホ
ち
る
」
の
暢
達
し
た
連
綿
と
「
に
於
本
」
で
の
放
ち
書
き
に
よ
る
対
比
な
ど
相
反
す
る
要
素
の
組
み
合
わ
せ
が
面
を

作
り
ま
す
。
「
あ
免
ふ
れ
ば
」
は
墨
色
の
濃
淡
と
渇
筆
に
お
い
て
有
効
な
組
み
合
わ
せ
を
作
っ
て
い
る
。
効
果
を
ね
ら
っ
た
も
の
で
偶
然
で
は
な

い
。
「
こ
づ
多
へ
ば
」
と
「
あ
免
ふ
れ
ば
」
の
紙
面
か
ら
は
少
な
い
墨
量
で
も
失
わ
れ
な
い
湿
感
が
美
し
さ
を
際
立
た
せ
る
。
こ
の
渇
筆
部
分
が

煙
る
よ
う
に
行
間
に
溶
け
こ
ん
で
遠
近
感
を
美
し
く
演
出
す
る
作
品
は
「
お
も
ひ
い
づ
る
」
や
「
ほ
と
ヽ
ぎ
す
」
に
お
い
て
も
見
ら
れ
る
が
仮

名
消
息
の
葦
の
生
い
茂
る
行
に
通
ず
る
。
王
朝
時
代
、
消
息
が
生
命
の

―
つ
で
あ
っ
た
上
流
階
級
に
お
い
て
は
、
源
氏
物
語
帯
木
巻
に

「
文
を
書
け
ど
、
お
ほ
ど
か
に
言
え
り
を
し
、
墨
づ
き
ほ
の
か
に
心
も
と
な
く
思
は
せ
つ
A

」

「
紙
の
色
、
墨
づ
き
、
し
め
た
る
匂
ひ
も
さ
ま
ざ
ま
な
る
を
」

と
あ
っ
て
様
々
な
面
に
気
配
り
を
し
た
こ
と
が
窺
え
る
。
若
菜
巻
に

「
御
返
り
、
今
は
か
く
し
も
通
ふ
ま
じ
き
御
文
の
と
ぢ
め
と
思
せ
ば
あ
は
れ
に
て
心
と
ど
め
て
書
き
給
ふ
、
墨
づ
き
な
ど
い
と
を
か
し
。」

「
御
文
奉
り
給
ふ
、
懸
想
だ
ち
て
も
あ
ら
ず
白
き
色
紙
の
厚
肥
え
た
る
に
、
筆
は
ひ
き

つ
く
ろ
ひ
選
り
て
、
墨
づ
き
見
ど
こ
ろ
あ
り
て
書
き
給
ふ。」
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歌
を
書
写
し
て
い
る
場
面
を
中
心
に
し
て
寸
松
庵
色
紙
を
考
察
す
る
。

と
あ
り
、

い
ず
れ
も
墨
づ
き
の
こ
と
を
説
い
て
お
り
文
字
以
上
に
重
き
を
置
い
て
い
る
。
墨
づ
き
は
消
息
の
み
で
は
な
く
仮
名
書
に
は
最
も
重

要
な
要
素
で
紙
面
を
美
化
し
芸
術
化
さ
れ
る
。
濃
淡
は
仮
名
の
生
命
で
あ
る
と
も
い
え
る
。

仮
名
消
息
で
は
列
を
成
し
て
飛
ぶ
雁
の
群
れ
の
よ
う
に
横
に
縦
に
斜
に
、
長
短
が
入
り
交
っ
て
、
こ
の
文
字
群
は
寄
り
合
っ
た
り
離
れ
た
り
、

統

一
は
さ
れ
な
い
が
、
は
か
な
さ
を
感
じ
さ
せ
る
構
成
で
あ
る
。
こ
の
書
式
は
和
歌
の
散
ら
し
書
き
に
も
用
い
ら
れ
る
。
消
息
で
は
文
言
が
余

り
書
き
切
れ
な
い
場
合
、
ど
こ
で
も
余
白
に
書
き
入
れ
、
葦
が
交
錯
し
群
れ
を
成
す
よ
う
に
文
字
群
が
生
ま
れ
、
次
第
に
様
式
化
し
、

行
頭
、

行
尾
が
横

一
線
に
並
ぶ
こ
と
は
避
け
、
こ
こ
に
美
を
見
い
出
し
た
の
だ
が
、
和
歌
書
式
に
お
け
る
発
達
経
路
は
、
こ
の
消
息
に
学
ん
だ
も
の
か
、

あ
る
い
は
独
自
の
発
達
か
。
高
野
切
を
は
じ
め
と
し
て
行
書
き
を
書
式
の
中
心
と
し
つ
つ
、
詞
書
き
、
詠
者
名
の
配
置
に
高
低
を
つ
け
て
い
る

の
は
、
整
然
と
書
写
す
る
漢
字
書
式
の
影
響
の
中
に
少
し
仮
名
消
息
で
の
書
式
を
加
え
た
も
の
と
も
思
わ
れ
る
。

ル
を
仮
名
消
息
で
は
見
せ
て
い
る
が
行
の
逓
下
が
意
図
す
る
も
の
は
高
度
な
精
神
性
か
ら
で
は
な
く
書
き
易
さ
、
右
利
き
の
人
が
執
筆
す
る
場

合
、
行
頭
を
上
げ
て
ゆ
く
こ
と
は
改
め
る
気
持
ち
が
つ
ま
り
改
行
意
識
の
強
さ
が
必
要
で
あ
る
が
、
仮
名
文
を
書
写
す
る
に
あ
た

っ
て
は
、
行

頭
が
下
が
っ
て
ゆ
く
こ
と
の
方
が
自
然
と
も
思
う
。
行
頭
を
並
べ
た
り
高
く
す
る
こ
と
は
、

一
方
で
返
し
書
き
の
ス
タ
イ

そ
こ
へ
意
識
が
及
ば
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
連

綿
に
よ
り
書
き
連
ら
ね
る
消
息
で
は
流
れ
に
酔
う
こ
と
で
行
頭
が
下
が
っ
て
ゆ
く
の
で
は
な
い
か
。
又
、
紙
を
右
へ
送
り
な
が
ら
書
く
か
、
紙

の
右
半
分
を
自
分
の
前
に
置
き
最
後
ま
で
書
く
か
に
よ
っ
て
も
、
行
頭
へ
の
思
い
も
変
わ
っ
て
く
る
。
こ
の
行
頭
の
逓
下
と
分
割
に
よ
っ
て
和

上
下
句
分
割
の
散
ら
し
書
き
は
、
筆
者
が

一
枚
で
こ
の
形
式
に
辿
り
着
き
仕
上
げ
た
も
の
と
は
思
え
ず
充
分
に
試
書
す
る
中
で
前
述
の
仮
名

消
息
に
通
ず
る
「
本
と
と
支
須
」
や
「
裳
ひ
い
づ
る
」
の
紙
面
を
経
て
発
見
し
た
散
ら
し
の
構
成
で
あ
ろ
う
。
行
の
動
き
は
こ
れ
ま
で
の
諸
形

二、
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式
に
見
ら
れ
る
も
の
と
近
い
が
空
間
処
理
か
ら
独
自
の
動
き
を
見
せ
て
い
る
。

「
秋
の
つ
支
山
へ

」
の
紙
面
で
は
第
一
行
で
伸
ば
し
と
詰
め
か
ら
左
回
転
の
孤
を
作
り
、
第
二
行
の
「
さ
や
可
休
て
ら
」
も
同
様
の
方
法
で
左

側
へ
大
ら
か
に
な
び
き
右
下
へ
沈
め
て
ゆ
く
。
第
三
行
の
「
勢
る
盤
」
を
第
二
行
に
寄
り
添
わ
せ
、
行
頭
を

一
段
と
低
く
下
げ
た
こ
と
で
紙
面

右
上
か
ら
広
く
大
き
い
空
間
を
呼
び
こ
む
こ
と
に
な
る
。
左
集
団
は
右
の
三
行
集
団
よ
り
高
く
、
「
お
」
は
右
肩
を
落
と
し
た
造
形
で
第
一
行
の

「
秋
」
の
右
肩
上
が
り
に
対
応
す
る
。
こ
の
集
団
は
紙
面
左
上
の
空
間
へ
の
働
き
を
見
る
こ
と
が
出
来
る
。
こ
こ
で
仮
名
消
息
で
の
逓
下
の
形
を

と
る
行
頭
と
の
決
定
的
な
違
い
、
意
図
が
見
ら
れ
る
。
ゆ
れ
動
く
右
集
団
に
対
し
て
静
か
に
立
っ
た
集
団
の
存
在
は
紙
面
に
右
側
か
ら
動
か
ら

静
へ
の
調
べ
に
よ
り
時
間
を
作
る
。
空
間
の
動
き
、
行
か
ら
行
へ
の
波
動
に
よ
っ
て
時
間
の
中
に
生
き
て
い
る
。
行
尾
の
高
さ
に
も
乱
れ
が
な

く
各
行
の
右
下
指
向
に
よ
る
一
点
を
起
点
と
し
て
放
射
状
に
統
一
す
る
と
同
時
に
行
尾
の
安
定
は
統
一
を
生
む
。
二
つ
の
集
団
の
共
存
と
空
間

を
働
か
せ
時
間
を
作
り
空
間
美
を
発
揮
し
て
い
る
。

「
ふ
み
わ
介
て
」
の
一
紙
は
二
つ
の
分
か
ち
を
し
て
お
り
、
二
つ
の
集
団
の
関
係
は
密
接
不
離
。
空
間
を
残
す
こ
と
は
無
言
の
う
ち
に
重
要
な

働
き
を
さ
せ
無
よ
り
有
を
生
む
空
間
で
あ
る
。
第
三
行
の
「
裳
」
は
第
二
行
脚
部
の
詰
め
が
引
き
出
し
た
動
き
だ
が
、
行
が
左
に
進
む
の
に
合

わ
せ
て
行
頭
を
下
げ
左
下
へ
沈
む
「
年
や
と
」
の
高
ま
り
を
吸
収
し
左
上
へ
の
動
き
に
戻
し
て
い
る
。
集
団
と
し
て
威
厳
を
持
ち
第

一
行
下
部

を
広
く
開
け
て
残
し
た
空
間
か
ら
筆
者
の
簡
約
と
深
い
精
神
性
を
観
る
こ
と
が
出
来
る
。
左
の
集
団
は
右
の
威
厳
を
受
け
て
行
頭
の
各
文
字
を

長
く
し
て
脚
部
を
縮
め
右
下
へ
沈
ま
せ
る
。
こ
の
巧
妙
な
組
み
合
わ
せ
に
よ
っ
て
「
仮
名
美
」
に
深
遠
な
考
慮
を
み
る
。
対
角
線
的
な
空
間
の

道
は
挟
ん
で
離
れ
た
部
分
に
も
交
渉
が
計
ら
れ
、
又
、
向
か
い
合
う
二
者
の
交
渉
の
み
で
は
な
く
行
尾
を
つ
な
ぐ
曲
線
も
「
ら
」
の
字
の
位
置

に
よ
り
安
定
、
統
一
が
計
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
左
集
団
を
紙
面
上
へ
移
動
し
行
数
を
増
や
し
た
紙
面
構
成
を
も
つ
の
は
「
ち
者
や
ぶ
る
」
と
「
わ

が
支
徒
る
」
で
あ
る
。
「
ち
者
や
ぶ
る
」
の
集
団
は
右
下
の
集
団
全
体
で
ボ
リ
ュ

ー
ム
感
を
持
た
せ
、
左
上
の
集
団
で
は
、
た
だ
左
下
へ
各
行
を

逓
下
さ
せ
る
こ
と
な
く
、

ゆ
っ
た
り
と
放
物
線
を
描
き
つ
つ
降
り
よ
う
と
し
て
右
下
集
団
の
行
尾
が
つ
く
る
弧
と
左
上
集
団
の
行
頭
が
つ
く
る
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つ
ま
り
返

エ
ネ
ル
ギ

ー
を
た
め
て
い
ま
す
。
さ
ら
に
紙
面
下
部
の
空
間
の

っ
、
年
」
の
左
上
へ
伸
び
る
動
き
も
あ
り
、
又
、
こ

の
動
き
を
下
へ
引
き

弧
に
よ
っ
て
紙
面
を
包
み
こ
む
。
「
わ
可
支
徒
る
」
は
左
回
り
の
弧
を
持
つ
行
で
紙
面
右
端
に
広
い
空
間
を
作
る
が

一
方
、
字
中
の
白
に
よ
り
左

側
の
空
間
を
呼
び
こ
む
姿
で
あ
る
。
第
三
行
「
ら
礼
春
」
は
中
心
移
動
を
強
く
し
行
を
倒
し
つ
つ
「
婦
山
」
で
バ
ラ
ン
ス
を
保
っ
て
い
る
。
「
く
」

は
行
頭
抜
き
ん
出
る
が
、
上
方
の
「
き
ぎ
の
こ
」
の
行
尾
を
高
く
し
て
交
渉
す
る
。
さ
ら
に
二
つ
の
「
の
」
が
描
く
円
は
上
方
へ
の
動
き
を
後

押
し
し
、

そ
の
遠
方
反
対
側
に
「
春

・
婦
・
山
」
が
起
点
と
な
っ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
最
後
の
「
休
」
の
縦
長
の
姿
に
よ
っ
て
二
つ
の
集

団
を
円
で
包
む
。
三
角
形
的
な
空
間
を
大
き
く
空
間
が
円
で
浮
か
ぶ
。

「
さ
支
所
め
し
」
の
紙
面
は
数
少
な

い
構
成
で
あ
る
が
、
上
半
分
の
第

一
行
「
さ
支
所
め
し
」
か
ら
第
五
行
「
こ
そ
う
つ
ろ
ひ
」
ま
で
に
絞
っ

て
見
れ
ば
他
紙
面
に
多
く
用
い
ら
れ
る
行
頭
の
高
低
で
、
「
ホ
介
礼
」
の
存
在
が
こ
の
集
団
に
左
下
へ
の
放
物
状
を
演
出
し
て
い
る
。
紙
面
左
下

へ
放
物
線
上
に
沈
ま
せ
て
ゆ
く
集
団
を
作
り
な
が
ら
も
「
花
、
さ
、

戻
す
「
徒
ら
ゆ
支
」
は
厚
く
重
い
線
を
連
綿
に
駆
使
し
て
「
ゆ
支
」
で
詰
め
、

広
さ
は
残
っ
た
白
で
は
な
く
、
こ
の
白
に
筆
者
の
心
身
を
置
き
、
こ
の
空
間
に
秘
め
ら
れ
た
精
神
は
高
い
境
地
に
辿
り
着
い
た
筆
者
で
あ
れ
ば

こ
そ
の
も
の
で
あ
る
。
二
つ
の
分
か
ち
を
し
て
い
る
紙
面
の
中
で
「
ち
者
や
ぶ
る
」
は
こ
の
筆
者
に
し
て
は
洗
練
さ
れ
方
が
弱
い
の
で
あ
る
が
、

消
息
の
返
し
書
き
に
近
く
見
え
る
。
筆
者
は
様
々
な
紙
面
を
書
く
間
に
初
期
的
な
消
息
に
お
け
る
逓
下
に
近
い
行
頭
、
行
間
の
変
化
に
留
ま
っ

た
の
で
は
な
い
か
。
進
ん
だ
段
階
と
思
わ
れ
る
の
が
「
秋
の
つ
支
山
べ
」
と
「
ふ
み
わ
介
て
」
の
紙
面
で
、
中
間
的
に
位
置
す
る
。

し
書
き
部
分
が
進
ん
だ
形
と
、
完
全
に
壁
を
乗
り
越
え
た
形
と
が
同
居
す
る
紙
面
が
「
秋
可
ぜ
の
ふ
支
」
の
歌
で
あ
る
ま
い
か
。
し
か
も
「
春

可
盤
ら
の
あ
所
ん
」
の
詠
者
名
を
右
集
団
の
歌
の
中
に
入
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
予
定
し
て
い
た
構
成
を
急
拠
変
更
し
た
か
、

で
あ
る
。

つ
ま
り
予
定
し
て

い
た
散
ら
し
で
は
書
け
な
い
と
瞬
時
に
判
断
し
た
か
、
あ
る
い
は
「
秋
可
せ
の
ふ
き
」
か
ら
書
き
始
め
る
つ
も
り
が
誤
っ
て
詠
者
名
を
書
い
て

し
ま
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。
「
秋
可
ぜ
」
を
こ
れ
だ
け
肉
太
に
書
く
と
い
う
の
は
、
本
来
多
数
の
紙
面
で
書
か
れ
て
い
る
二
つ
に
分
か
ち
を
行

一
文
字
で
最
後
を
締
め
く
く
る
手
法
は
数
ケ
所
あ
る
が
、
配
置
が
絶
妙
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265
番
の
歌
を
書
写
し
た
紙
面
よ
り
も

272
番
の
歌
を
書
写
し
た
紙
面
の
方
が
よ
り
進
ん
だ
構
成
で
あ
り
、

280
番
の
歌
で
得
ら
れ
た
左
下
へ
の
放
物

線
状
の
逓
下
に
よ
る
表
現
に

272
を
応
用
さ
せ
て

288
の
歌
の
作
品
へ
と
導
き
、

の
歌
に
よ
る
紙
面
、
又
、
こ
の

一
紙
を
右
に
位
置
さ
せ
左
紙
面
に
書
か
れ
て
い
る
の
が

289
の
歌
を
書
写
し
た
紙
面
で
あ
る
。

288
と
289
で
二
つ
に

分
割
し
た
集
団
の
内
、
左
集
団
を
紙
面
左
上
へ
移
動
さ
せ

280
の
紙
面
を
生
か
し
て

294
番
の
歌
の
紙
面
が
、

行
頭
、
行
間
、
行
尾
の
処
理
に
工
夫
を
加
え
た
の
が

295
番
の
歌
の
紙
面
と
み
た
い
。
計
画
的
で
は
な
く
刻
々
と
生
ま
れ
出
て
き
た
作
用
、
効
果

に
支
え
ら
れ
挑
戦
す
る
中
で
書
き
上
げ
ら
れ
て
い
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

295
「
わ
が
き
つ
る
み
ち
も
し
ら
れ
ず
…
」

294
「
ち
は
や
ぶ
る
か
み
よ
も
し
ら
す
…
」

289
「
秋
の
つ
き
山
べ
さ
や
か
に
…
…
…
」

288
「
ふ
み
わ
け
て
さ
ら
に
や
と
は
む
…
」

280
「
さ
き
そ
め
し
や
ど
し
か
は
れ
ば
…
」

272
「
秋
か
ぜ
の
ふ
き
あ
げ
に
た
て
る
…
」

265
「
た
が
た
め
の
に
し
き
な
れ
ば
…
…
」

そ
し
て
一
段
と
高
度
な
空
間
処
理
、

つ
ま
り
学
ん
だ
二
つ
の
表
現
を
組
み
合
わ
せ
辿
り
着
い
た
の
が

288

な
わ
な
い
形
式
に
す
る
予
定
で
書
き
始
め
た
の
か
。
そ
れ
な
ら
ば
「
春
可
盤
ら
の
あ
所
ん
」
を
こ
の
様
に
大
き
く
書
い
た
理
由
も
う
な
づ
け
る

の
だ
が
。
さ
ら
に
こ
の
詠
者
名
を
か
な
り
下
部
に
ま
で
書
か
れ
る
配
置
は
「
東
し
不
れ
者
」
で
の
「
さ
支
の
大
万
う
ち
君
」
で
体
験
済
で
あ
る
。

歌
の
順
序
も
こ
ち
ら
が
先
で
あ
る
。
し
か
し
寸
松
庵
色
紙
の
筆
者
の
力
量
か
ら
考
え
れ
ば
、
こ
れ
ま
で
の
私
作
体
験
か
ら
、
チ
ャ
レ
ン
ジ
し
た

も
の
か
も
し
れ
な
い
。
そ
こ
で
さ
ら
に
一
紙
を
見
て
み
る
と
「
堂
可
た
免
の
」
も
非
常
に
近
い
構
成
で
「
き
の
と
も
の
り
」
を
書
き
歌
を
返
し

書
き
の
よ
う
な
逓
下
に
よ
っ
て
書
か
れ
て
い
る
。
歌
の
番
号
順
に
整
理
す
る
と
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め
て
余
白
に
虚
が
働
く
。

寸
松
庵
色
紙
に
は
線
の
内
容
が
軽
快
な
流
れ
を
主
と
す
る
一
紙
と
重
厚
さ
を
主
と
す
る
一
紙
、

一
瞬
の
心
情

「
佐
と
A

本

み
」
の
紙
面
に
は
非
連
綿
に
よ
っ
て
積
み
重
ね
ら
れ
た
様
な
文
字
集
団
の
姿
が
あ
る
。
第
一
行
「
佐
と
＼
本
み
ひ
と
も
と
可
」
で
の
字
間
の
余

白
に
放
ち
書
き
に
よ
り
広
い
空
間
を
作
り
字
幅
に
広
狭
を
つ
け
て
移
行
さ
せ
右
下
部
に
向
か

っ
て
急
速
に
集
約
を
は
か
る
。
ひ
ね
ら
れ
た
造
形

の
組
み
合
わ
せ
に
よ
っ
て
、
行
に
う
ね
り
を
引
き
出
し
て
第
一
行
の
成
立
を
は
か
っ
て
い
る
。
こ
の
仕
事
は
下
へ
の
流
れ
を
速
度
で
見
せ
る
の

で
は
な
く
造
形
の
組
み
合
わ
せ
で
降
り
て
ゆ
く
。
よ
っ

て
方
向
転
換
で
は

一
度
筆
を
釣
り
上
げ
毛
先
に
意
識
を
集
中
さ
せ
立
ち
上
が
ろ
う
と
す

る
。
こ
こ
で
は
紙
背
に
深
く
筆
者
の
呼
吸
を
届
か
せ
よ
う
と
し
、
第
二
、
三
行
で
は
特
に
転
折
で
厳
し
い
当
た
り
に
よ
っ
て
行
集
団
の
左
側
面

の
描
線
に
壁
を
作
り
堂
々
と
揺
る
が
ぬ
風
格
を
も
た
ら
し
て
い
る
。
背
勢
的
な
反
り
に
よ
る
大
き
な
集
団
が
過
剰
な
感
情
を
押
さ
え
、
お
ご
そ

か
で
重
々
し
さ
を
持
つ
「
荘
重
」
の
美
し
さ
を
獲
得
し
表
現
の
幅
を
広
げ
て
い
る
。
宿
命
的
に
一
字
一
字
が
簡
素
で
あ
る
仮
名
は
、

の
美
し
さ
を
強
く
発
揮
さ
せ
な
が
ら
複
数
連
続
さ
せ
集
団
化
、
文
字
群
と
す
る
こ
と
で
一
層
高
度
の
美
し
さ
を
表
現
し
て
い
る
。

に
よ

っ
て
文
字
を
紙
面
に
焼
き
つ
け
定
着
さ
せ
つ
つ
心
の
呼
吸
に
よ
っ
て
流
れ
を
作
り
出
す
。
又
、
放
ち
書
き
で
は
文
字
と
文
字
の
切
れ
間
に

閑
寂
な
空
間
が
あ
っ
て
流
れ
の
中
に
あ
っ
て
相
互
の
美
を
発
揮
せ
し
め
る
。
線
の
強
さ
は
そ
の
場
を
支
配
し
つ
つ
他
の
線
と
は
美
し
い
形
を
持

つ
余
白
に
よ
っ
て
呼
応
す
る
。
こ
の
余
白
は
単
な
る
空
白
で
は
な
い
。
線
が
実
で
あ
れ
ば
余
白
は
虚
で
あ
っ
て
、

「
い
ろ
も
か
も
」
の
紙
面
は
高
低
の
差
が
激
し
く
第
六
行
に
「
る
」
の
一
字
を
置
い
て
お
り
全
体
に
高
低
を
よ
り
強
く
印
象
づ
け
て
い
る
。
第

二
行
は
重
く
張
り
の
あ
る
線
と
線
が
大
き
な
空
白
を
包
み
各
文
字
に
威
厳
を
与
え
な
が
ら
進
む
。
漸
減
の
後
に
再
び
大
き
な

エ
ネ
ル
ギ
ー
を
求

め
高
ま
り
を
見
せ
る
。
第
三
行
「
可
志
ホ
さ
く
ら
め
ど
」
で
は
小
刻
み
な
横
の
動
き
を
生
か
し
、
遠
勢
を
生
か
し
た
連
続
で
あ
る
。
第
四
行
で

二
、

両
面
を
有
す
る
一
紙
が
あ
る
。

そ
れ
ぞ
れ

お
ご
そ
か
な
心
が
あ
っ
て
始
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仮
名
は
単
純
な
姿
を
作
る
線
で
あ
る
た
め
に
微
妙
な
波
動
、
風
、
音
、
光
な
ど
を
感
じ
ま
す
。
こ
の
微
細
な
感
覚
は
小
字
で
あ
る
が
ゆ
え
に

宿
り
、

る
。

に
な
る
。
遠
く
離
れ
て
虚
と
実
を
作
り
ま
す
。

は
紙
面
の
山
場
を
作
り
、
う
ね
り
に
よ

っ
て
流
れ
紙
面
左
へ
の
展
開
、
波
動
を
示
し
て
い
る
。
第
五
行
の

「
あ
ら
た
万
利
介
」
は
第
四
行
ま
で

を
受
け
て
そ
の
波
動
を
静
か
に
紙
面
左
の
余
白
へ
送
り
こ
み

「
る
」
は
孤
立
す
る
こ
と
な
く
連
続
性
の
中
に
息
づ
い
て
い
る
。
各
行
尾
の
高
さ

の
違
い
か
ら
、
お
だ
や
か
な
弧
を
描
き
、
第

一
行
を
高
く
終
え
て
紙
面
右
隅
に
空
間
を
作
る
こ
と
に
よ

っ
て
最
終
行
の
「
る
」
を
生
か
す
こ
と

「
山
佐
と
は
」
の

一
紙
は
第

一
、
三
行
の
下
半
分
に
文
字
を
大
き
く
し
て
、

左
上
へ
伸
び
上
が
る
他
紙
面
が
持
つ
寸
松
庵
色
紙
の
特
徴
を
見
せ

て
い
な
い
。
反
対
に
右
下
に
白
を
大
き
く
抱
え
る
文
字
を
配
し
遠
く
紙
面
右
上
よ
り
の
波
状
の
連
続
を
生
み
、
こ
れ
は
各
行
の
左
右
の
描
線
か

ら
の
効
果
で
あ
る
。
紙
面
外
右
上
に
あ
る
い
は
左
上
に
架
空
の
放
物
線
状
の
描
線
が
あ
っ
て
虚
を
あ
り
、
各
行
の
描
線
が
実
と
な
る
。
脈
々
と

流
れ
な
が
ら
も
時
折
プ
レ
ー
キ
を
か
け
、
紙
面
外
右
上
か
ら
の
波
動
に
よ
っ
て
求
め
ら
れ
た
各
行
の
波
動
が
や
が
て
紙
面
外
左
上
へ
な
び
き
、

時
間
の
流
れ
を
切
り
取

っ
た
か
の
よ
う
な
永
遠
性
を
感
じ
る

一
紙
で
あ
る
。

今
日
、
寸
松
庵
色
紙
よ
り
学
び
得
た
美
的
表
現
方
法
は
多
く
取
り
入
れ
ら
れ、

そ
の
影
響
は
非
常
に
大
き
い
。
高
野
切
、
関
戸
本
古
今
集
、

針
切
、
伝
西
行
と
伝
え
る
古
筆
な
ど
の
中
で
非
常
に
高
い
境
地
に
達
し
た
寸
松
庵
色
紙
。
精
神
の
創
造
性
、
空
間
の
意
識
に
新
し
さ
が
あ

っ
て、

余
白
や
空
間
を
活
か
し
て
文
字
の
大
き
さ
や
、
位
置
を
紙
面
に
指
定
す
る
余
白
の
美
の
構
成
を
会
得
し
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
よ

う
に
文
字
と
文
字
の
配
置
、
連
綿
集
団
に
よ
る
レ
イ
ア
ウ
ト
、
行
と
行
と
の
コ
ン
ポ
ジ
シ
ョ
ン
、
線
と
線
と
の
相
互
関
係
に
お
い
て
単
独
の
場

合
よ
り
高
次
の
表
現
を
示
し
、
又
、
造
形
要
素
に
よ
る
コ
ン
ト
ラ
ス
ト
、
明
度
対
比
に
よ
る
表
現
も
な
さ
れ
て
知
的
表
現
技
術
の
蓄
積
が
窺
え

日
本
人
が
こ
の
繊
細
性
を
愛
す
る
心
、

は
か
な
さ
や
弱
さ
に
も
美
を
求
め
て
き
た
の
で
あ
り
、
小
さ
な
紙
面
、
空
間
が
限
ら
れ
て
い
れ
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一
本
一
本
の
線
は
心
の
軌
跡
と
な
り
残
り
ま
す
が
、
紙
面
よ
り

一
度
離
れ
紙
面
よ

り
高
い
所
へ
運
ば
れ
、
こ
の
上
空
で
の
筆
の
動
き
も
心
の
軌
跡
で
あ
り
、
空
中
で
の
軌
道
は
空
間
と
現
実
の
線
と
を
つ
な
ぐ
移
ろ
い
で
あ
っ
て

何
か
が
終
わ
り
新
し
く
何
か
が
始
ま
る
、
こ
こ
に
立
体
感
が
生
ま
れ
る
の
で
す
。
非
対
称
で
の
バ
ラ
ン
ス
、
墨
の
明
度
対
比
、
空
間
の
形
成
な

ど
、
各
場
面
で
最
も
適
切
な
原
理
を
採
用
し
活
か
す
こ
と
が
出
来
る
技
星
を
持
つ
寸
松
庵
色
紙
は
日
本
書
道
史
に
生
き
る
我
々
に
と
っ
て
、
こ

の
遺
伝
子
は
引
き
継
が
れ
、
そ
こ
か
ら
新
た
な
美
を
創
出
し
て
ゆ
く
こ
と
に
な
る
。

図
版

『
日
本
名
筆
選

12
．
寸
松
庵
色
紙
」
（
二
玄
社
）

「
佐
理
真
蹟
帖
』
（
書
芸
文
化
新
社
）

「
日
本
書
道
体
系

2
／
平
安
日
」
（
講
談
社
）

『
日
本
書
道
体
系

4
／
平
安
曰
」
（
講
談
社
）

『
墨
ス
ペ
シ
ャ
ル

12
／
日
本
魯
道
史
」
（
芸
術
新
聞
社
）

ば
こ
そ
無
限
な
空
間
を
作
り
出
そ
う
と
し
た
と
思
い
ま
す
。
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