
は
じ
め
に

明
治
二
十
三
年
︵
一
八
九
〇
︶︑
井
上
円
了
の
考
案
し
た
﹁
哲
学
飛
将
碁
﹂
が
哲
学
書
院
よ
り
発
売
さ
れ
る
︒
こ
の
ボ
ー
ド
ゲ
ー
ム

は
︑
哲
学
の
テ
ー
マ
パ
ー
ク
と
し
て
建
設
さ
れ
た
哲
学
堂
や
円
了
の
一
般
向
け
の
著
作
︑
講
演
活
動
な
ど
と
同
じ
よ
う
に
︑﹁
哲
学
の

通
俗
化
﹂
を
目
指
す
啓
蒙
活
動
の
一
環
で
あ
る
と
考
え
る
べ
き
だ
ろ
う
︒
実
際
︑
将
棋
と
囲
碁
を
組
み
合
わ
せ
る
発
想
や
唯
心
論
と

唯
物
論
の
対
立
を
モ
チ
ー
フ
に
し
た
ゲ
ー
ム
の
形
態
は
︑円
了
に
よ
る
他
の
啓
蒙
活
動
と
共
通
す
る
部
分
が
多
い
︒
ま
た
︑こ
の
ゲ
ー

ム
に
表
明
さ
れ
た
﹁
真
理
﹂
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
に
は
︑
円
了
の
思
想
全
体
に
通
底
す
る
主
題
を
読
み
取
る
こ
と
も
可
能
だ
ろ
う
︒

明
治
二
十
三
年
と
い
え
ば
︑
明
治
二
十
一
年
か
ら
明
治
二
十
二
年
ま
で
︑
一
年
間
に
及
ぶ
欧
米
視
察
旅
行
か
ら
帰
国
し
た
円
了
が
︑

﹃
日
本
政
教
論
﹄
や
﹃
欧
米
各
国
政
教
日
記
﹄
と
い
っ
た
著
作
を
刊
行
し
︑
よ
う
や
く
軌
道
に
乗
っ
て
き
た
﹁
哲
学
館
﹂︵
後
の
東
洋

大
学
︑
明
治
二
十
年
設
立
︶
の
運
営
方
針
を
定
め
て
︑
そ
の
生
涯
に
お
け
る
積
極
的
な
社
会
活
動
や
啓
蒙
活
動
の
基
盤
を
確
立
し
た

時
期
に
あ
た
る
︒
も
ち
ろ
ん
円
了
は
︑
同
時
期
に
お
け
る
憲
法
制
定
や
議
会
開
設
の
気
運
の
高
揚
も
強
く
意
識
し
て
い
た
だ
ろ
う
︒

さ
ら
に
円
了
は
︑
将
棋
や
囲
碁
な
ど
の
遊
戯
に
と
ど
ま
ら
ず
︑
理
想
の
社
会
の
実
現
を
目
指
し
て
結
婚
式
や
葬
儀
な
ど
の
風
俗
・
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習
慣
を
含
む
︑
旧
来
の
社
会
や
文
化
の
改
良
を
目
指
し
て
い
た
︒
旧
来
の
伝
統
的
な
習
俗
や
習
慣
を
近
代
的
・
合
理
的
な
視
座
か
ら

検
証
し
て
改
良
し
︑
新
た
な
時
代
の
新
た
な
文
化
を
創
出
し
よ
う
と
す
る
円
了
の
意
志
は
︑﹁
妖
怪
学
﹂
の
確
立
か
ら
﹁
哲
学
う
ら
な

い
﹂
の
提
唱
に
至
る
独
自
の
啓
蒙
思
想
ば
か
り
で
な
く
︑﹃
仏
教
活
論
﹄
や
﹃
真
理
金
針
﹄
と
い
っ
た
円
了
の
宗
教
論
に
も
通
底
し
て

い
る
と
言
え
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
︒

同
時
期
に
円
了
が
取
り
組
ん
だ
多
彩
な
啓
蒙
活
動
と
こ
の
遊
戯
の
中
身
を
重
ね
合
わ
せ
て
み
る
と
き
︑
明
治
二
十
三
年
に
発
売
さ

れ
る
﹁
哲
学
飛
将
碁
﹂
は
︑
た
ん
な
る
遊
戯
で
は
な
く
円
了
の
啓
蒙
活
動
の
全
体
像
を
把
握
す
る
う
え
で
︑
重
要
な
手
が
か
り
の
一

つ
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
︒

本
稿
で
は
︑
成
立
の
背
景
事
情
に
も
踏
み
込
み
な
が
ら
こ
の
ボ
ー
ド
ゲ
ー
ム
の
意
義
を
再
考
し
︑
旧
来
の
社
会
制
度
や
文
化
を
改

良
し
て
理
想
の
近
代
社
会
を
実
現
す
る
こ
と
を
目
指
し
た
︑
井
上
円
了
の
啓
蒙
活
動
の
特
色
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
︒

第
一
章

井
上
円
了
と
哲
学
飛
将
碁

︱
哲
学
の
営
み
を
体
感
す
る
ボ
ー
ド
ゲ
ー
ム
︱

哲
学
飛
将
碁
は
︑
哲
学
の
通
俗
化
と
実
行
化
を
目
指
し
た
井
上
円
了
が
︑
遊
戯
を
通
し
て
真
理
を
探
究
す
る
精
神
を
一
般
に
普
及

す
る
た
め
に
考
案
し
た
ボ
ー
ド
ゲ
ー
ム
で
あ
る
︒
飛
将
碁
と
名
づ
け
ら
れ
て
い
る
の
は
︑
白
と
黒
の
二
陣
に
分
か
れ
た
相
手
方
の
駒

︵
票
︶
を
飛
び
越
す
こ
と
に
よ
っ
て
︑
手
駒
を
取
り
合
う
か
ら
で
あ
ろ
う
︒
白
と
黒
の
シ
ン
プ
ル
な
駒
を
取
り
合
う
か
た
ち
は
囲
碁
に

近
い
が
︑﹁
唯
心
﹂
と
﹁
唯
物
﹂
に
分
か
れ
て
﹁
理
想
﹂
を
取
り
合
う
ル
ー
ル
は
将
棋
に
似
て
い
る
︒
ま
た
︑
最
初
の
世
界
旅
行
か
ら

帰
還
し
た
ば
か
り
の
円
了
は
︑
む
し
ろ
チ
ェ
ス
を
意
識
し
て
い
た
の
か
も
知
れ
な
い
︒
将
棋
盤
か
チ
ェ
ス
盤
の
よ
う
な
﹁
盤
紙
﹂
と

﹁
票
員
﹂
を
セ
ッ
ト
に
し
た
も
の
が
︑
正
値
・
六
銭
五
厘
で
販
売
さ
れ
た
︒
哲
学
書
院
を
は
じ
め
各
地
の
書
林
で
取
り
扱
わ
れ
た
よ
う

で
あ
る
︒
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井
上
円
了
の
ア
イ
デ
ア
を
丸
山
福
治
が
ま
と
め
た
﹁
指
南
﹂
に
よ
れ
ば
︑
こ
の
将
碁
の
目
的
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
︒

此
碁
の
目
的
は
教
育
上
哲
学
の
名
称
を
教
授
す
る
一
助
と
な
す
に
あ
れ
ば
そ
の
票
称
は
哲
学
上
の
定
語
を
用
ひ
黒
票
は
唯
物
︑
白

票
は
唯
心
︑
主
票
は
理
想
の
称
を
用
ひ
其
相
争
ふ
も
論
理
上
の
争
な
り
其
勝
敗
あ
る
も
論
理
上
の
勝
敗
な
り
(
1

)

白
黒
二
種
の
区
分
は
﹁
白
黒
二
派
﹂
と
呼
ば
れ
︑
そ
れ
ぞ
れ
の
票
は
﹁
票
員
﹂

と
呼
ば
れ
る
︒
将
棋
の
王
将
の
よ
う
な
位
置
づ
け
に
あ
る
両
派
の
主
票
は
﹁
主
員

若
く
は
派
主
﹂
と
称
し
︑
他
の
﹁
属
票
﹂
は
﹁
属
員
若
く
は
派
属
﹂
と
呼
ば
れ
る
︒

白
と
黒
の
対
決
は
﹁
唯
物
﹂
と
﹁
唯
心
﹂
と
い
う
対
照
的
な
哲
学
の
二
潮
流
を
背

景
と
し
て
お
り
︑
二
派
に
分
か
れ
て
勝
敗
を
決
す
る
遊
戯
を
通
し
て
︑
思
想
的
な

立
場
の
相
違
と
哲
学
的
な
論
争
を
体
感
で
き
る
ボ
ー
ド
ゲ
ー
ム
に
な
っ
て
い
る
︒

︵
写
真
１
︶

さ
ら
に
﹃
哲
学
飛
将
碁
指
南
﹄
の
冒
頭
に
は
︑
編
者
で
あ
る
丸
山
福
治
に
よ
る

﹁
題
言
﹂
が
あ
る
︒

余
︑
井
上
円
了
先
生
の
門
に
在
る
や
久
し
︒
一
日
先
生
余
に
語
り
て
曰
く
︑
我

邦
の
風
俗
を
改
良
す
る
に
は
先
つ
遊
戯
を
改
良
す
る
を
要
す
︒
従
来
の
碁
将
棋

の
如
き
は
時
間
を
消
費
す
る
こ
と
多
き
を
以
て
︑
今
日
の
多
事
な
る
世
界
に
適
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せ
す
︒
且
つ
︑
其
法
毫
も
教
育
上
に
関
係
を
有
せ
ず
︒
故
に
之
を
改
良
し
て
︑
今
日
の
世
界
に
適
し
教
育
の
一
助
と
な
る
へ
き
一

種
の
新
法
を
作
り
︑
従
来
の
遊
戯
に
代
用
す
る
こ
と
必
要
な
り
︒
(
2

)

哲
学
飛
将
碁
は
︑
井
上
円
了
の
発
案
に
も
と
づ
く
ボ
ー
ド
ゲ
ー
ム
で
あ
り
︑
旧
来
の
日
本
の
社
会
や
文
化
の
改
良
︵
近
代
化
︶
と

人
々
の
啓
蒙
に
専
心
し
た
円
了
の
生
涯
の
営
み
に
連
動
す
る
企
画
で
あ
っ
た
︒
版
元
が
哲
学
書
院
で
あ
っ
た
こ
と
を
考
え
て
も
︑
井

上
円
了
の
了
解
を
得
て
販
売
さ
れ
た
ゲ
ー
ム
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
だ
ろ
う
︒
人
々
が
余
暇
を
楽
し
む
遊
戯
に
も
教
育
的
・
啓

蒙
的
要
素
を
組
み
込
ん
で
︑
無
駄
な
﹁
時
間
の
消
費
﹂
を
削
減
す
る
と
い
う
発
想
は
︑
啓
蒙
思
想
家
と
し
て
の
円
了
の
真
骨
頂
と
も

言
え
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
︒
さ
ら
に
﹁
題
言
﹂
は
続
く
︒

因
て
先
生
︵
井
上
円
了
︶
自
ら
東
西
の
碁
将
基
を
折
衷
し
て
一
新
法
を
組
織
し
其
法
を
余
に
傳
授
せ
ら
る
︒
即
ち
此
哲
学
将
碁
な

り
︒
余
今
之
を
編
す
る
に
及
ひ
其
由
来
を
此
に
掲
記
す
(
3

)

井
上
円
了
の
考
案
し
た
︑
東
西
折
衷
の
﹁
新
法
﹂
を
も
と
に
製
作
さ
れ
た
の
が
﹁
哲
学
飛
将
碁
﹂
で
あ
っ
た
︒
た
し
か
に
︑
こ
の

ゲ
ー
ム
に
は
井
上
円
了
の
思
想
的
営
為
が
色
濃
く
反
映
さ
れ
て
い
る
︒

ま
ず
︑﹁
井
上
円
了
先
生
教
授

丸
山
福
治
編
輯
﹂
と
さ
れ
る
指
南
書
に
従
っ
て
︑
こ
の
ゲ
ー
ム
概
要
を
確
認
し
て
み
よ
う
︒

此
碁
法
は
︑
白
黒
二
種
の
票
各
一
四
よ
り
成
り
︑
其
各
種
に
亦
大
小
の
二
種
あ
り
︒
大
を
主
票
と
し
︑
小
を
属
票
と
し
︑
甲
乙

両
人
を
し
て
各
其
一
種
を
取
り
︑
敵
味
方
の
位
置
に
立
ち
て
互
に
勝
敗
を
盤
面
に
爭
は
し
む
る
も
の
な
り
(
4

)
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白
黒
二
種
類
の
﹁
票
﹂
の
う
ち
︑
黒
票
は
﹁
唯
物
﹂︑
白
票
は
﹁
唯
心
﹂
の
二
派
に
分
か
れ
て
勝
敗
を
争
う
︒
さ
ら
に
白
黒
二
派
の

各
票
は
︑
大
小
の
二
種
に
類
別
さ
れ
る
︒
小
の
﹁
属
票
﹂
は
︑
表
面
に
は
﹁
唯
心
﹂
と
﹁
唯
物
﹂
と
記
し
て
各
派
の
属
性
を
記
載
し
︑

裏
面
に
は
﹁
理
﹂
と
記
す
︒
ま
た
︑
大
票
の
表
面
に
は
﹁
理
想
﹂
と
記
し
て
︑
裏
面
に
は
何
も
記
載
が
な
い
︒
な
ぜ
な
ら
︑
状
況
に

応
じ
て
裏
面
を
使
用
す
る
﹁
小
票
﹂
と
は
違
っ
て
︑﹁
大
票
﹂
は
反
転
さ
せ
る
こ
と
が
な
い
か
ら
で
あ
る
︒
こ
の
﹁
理
想
﹂
が
︑
将
棋

の
﹁
王
将
﹂
な
い
し
は
チ
ェ
ス
の
﹁
キ
ン
グ
﹂
の
役
割
を
す
る
︒

対
局
を
行
な
う
盤
は
︑﹁
論
壇
︵
壇
︶﹂
と
呼
ば
れ
る
︒
こ
う
し
た
言
葉
の
選
択

に
は
︑
こ
の
ゲ
ー
ム
が
﹁
哲
学
﹂
を
教
授
す
る
た
め
の
遊
戯
で
あ
る
と
い
う
︑
製

作
者
の
意
図
を
強
く
感
じ
る
︒﹁
論
壇
﹂
に
は
︑
将
棋
盤
と
同
じ
よ
う
な
升
目
が
配

置
さ
れ
︑
対
角
線
の
斜
線
が
書
き
込
ま
れ
て
い
る
︒
こ
の
理
由
は
︑
各
票
の
動
き

は
斜
め
方
向
へ
の
移
動
を
前
提
に
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
︒

各
派
の
主
票
及
び
属
票
は
︑
そ
れ
ぞ
れ
の
主
票
で
あ
る
﹁
唯
物
理
想
﹂
と
﹁
唯

心
理
想
﹂
を
囲
む
よ
う
に
配
置
さ
れ
る
︵
写
真
２
︶︒
属
票
が
進
め
る
の
は
斜
め
前

方
だ
け
で
あ
り
︑
主
票
だ
け
が
後
方
に
も
進
む
こ
と
が
許
さ
れ
る
︒
し
か
し
︑
当

初
は
斜
め
前
方
に
し
か
進
め
な
い
属
票
︵
属
員
︶
は
︑
相
手
方
陣
地
の
一
番
奥
ま

で
票
を
進
め
る
と
︑
票
を
将
棋
の
駒
の
よ
う
に
裏
返
し
て
﹁
黒
理
想
﹂
な
い
し
は

﹁
白
理
想
﹂
に
転
じ
て
︑
主
票
と
同
じ
く
後
方
へ
も
票
を
進
め
る
こ
と
が
で
き
る
よ

う
に
な
る
︒
こ
の
た
め
︑
属
票
の
裏
面
に
は
﹁
理
﹂
と
記
さ
れ
て
お
り
︑
転
じ
た
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﹁
黒
員
﹂
及
び
﹁
白
員
﹂
は
そ
れ
ぞ
れ
﹁
黒
理
員
﹂・﹁
白
理
員
﹂
に
な
る
︒
唯
物
や
唯
心
の
探
求
が
限
界
点
ま
で
進
ん
で
﹁
理
﹂
に
達

す
る
と
︑
よ
り
自
由
な
思
考
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
︒
こ
う
し
た
と
こ
ろ
に
も
︑
円
了
の
ユ
ー
モ
ア
と
思
索
の
深
さ
を
感

じ
る
︒

勝
敗
を
決
す
る
た
め
の
票
の
取
り
合
い
は
︑
次
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
て
い
る
︒

一
員
の
前
段
に
一
箇
の
敵
員
あ
り
て
︑
其
次
段
に
他
員
な
き
と
き
は
︑
其
員
は
敵
員
を
飛
越
え
て
先
方
に
進
み
︑
其
敵
員
を
壇

上
よ
り
除
き
去
る
へ
し
︒
但
其
飛
方
向
時
に
一
員
づ
ゝ
相
超
え
て
︑
同
時
に
数
員
を
除
き
去
る
こ
と
を
得
る
も
︑
若
し
敵
員
数
箇

相
次
ぎ
て
一
斜
線
に
列
す
る
と
き
は
︑
決
し
て
飛
越
す
へ
か
ら
す
︒
(
5

)

票
の
動
き
は
基
本
的
に
斜
め
の
み
で
あ
り
︑
移
動
方
向
に
敵
票
が
あ
る
場
合
は
こ
れ
を
飛
び
越
す
こ
と
に
よ
っ
て
︑
相
手
の
票
を

盤
上
か
ら
取
り
去
る
こ
と
が
で
き
る
︒
斜
め
移
動
方
向
に
二
つ
以
上
の
敵
票
が
あ
る
場
合
は
︑
こ
れ
ら
を
飛
び
越
す
こ
と
は
で
き
な

い
︒
し
か
し
︑
一
つ
升
目
を
飛
ば
し
て
敵
票
が
斜
め
進
行
上
に
あ
る
場
合
は
︑
続
け
て
敵
票
を
取
り
去
る
こ
と
が
で
き
る
︒
次
の
動

き
は
左
右
の
方
向
を
変
え
て
も
構
わ
な
い
︒
つ
ま
り
︑
敵
票
を
取
り
去
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
は
︑
連
続
し
て
票
を
動
か
す
こ
と
が

で
き
る
の
で
あ
る
︒

ゲ
ー
ム
の
当
初
は
︑
主
票
以
外
の
属
票
は
左
右
斜
め
前
方
に
し
か
移
動
で
き
な
い
が
︑
相
手
陣
地
の
端
ま
で
票
を
進
め
て
﹁
理
﹂

に
転
じ
た
属
票
は
︑
主
票
と
同
じ
く
後
ろ
斜
め
方
向
に
も
動
く
こ
と
が
で
き
る
︒
こ
う
し
て
︑
理
に
転
じ
た
理
員
︵
票
︶
は
︑
ジ
グ

ザ
ク
に
動
き
な
が
ら
敵
票
を
取
り
去
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
︒
し
か
し
︑
戦
略
上
の
理
由
で
こ
の
動
き
を
停
止
し
︑
取
り
去
る
こ
と

の
で
き
る
敵
票
を
看
過
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
て
い
な
い
︒
こ
の
た
め
︑
敢
え
て
相
手
に
自
分
の
票
を
取
ら
せ
る
よ
う
な
作
戦
も
考
え
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る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
︒

こ
の
よ
う
に
し
て
︑
白
黒
二
派
︵
唯
物
・
唯
心
二
派
︶
の
属
票
を
取
り
合
い
︑
主
票
を
先
に
失
っ
た
側
の
敗
北
と
な
る
︒
ゲ
ー
ム

の
開
始
は
︑
白
黒
ど
ち
ら
か
ら
で
も
か
ま
わ
な
い
︒
し
か
し
︑
一
度
対
局
が
始
ま
れ
ば
︑
交
互
に
票
を
進
め
る
こ
と
に
な
る
︒
先
攻
・

後
攻
の
選
択
も
ま
た
︑
戦
略
の
一
部
と
な
る
︒

こ
う
し
て
勝
敗
を
決
す
る
﹁
正
則
法
﹂
の
ほ
か
に
︑
論
壇
︵
ゲ
ー
ム
盤
︶
の
中
心
に
白
・
黒
︵
唯
物
・
唯
心
︶
二
派
の
ど
ち
ら
に

も
属
さ
な
い
中
立
の
票
を
置
き
︑
こ
れ
を
避
け
な
が
ら
対
戦
す
る
︑
第
一
の
﹁
変
則
法
﹂
が
あ
る
︒
こ
の
中
立
の
票
は
︑
何
も
記
さ

れ
て
い
な
い
黒
票
で
あ
り
︑
こ
れ
も
セ
ッ
ト
に
含
ま
れ
て
い
る
︒
こ
の
中
立
の
票
は
︑
ど
ち
ら
の
派
の
票
も
飛
び
越
す
こ
と
は
で
き

な
い
︒
論
壇
を
複
雑
に
す
る
中
立
の
票
の
存
在
も
ま
た
︑
哲
学
の
教
育
の
た
め
に
作
ら
れ
た
ボ
ー
ド
ゲ
ー
ム
に
相
応
し
い
ル
ー
ル
で

あ
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
︒

第
二
の
﹁
変
則
法
﹂
は
︑
主
票
を
用
い
ず
に
属
票
だ
け
で
相
手
方
の
票
を
取
り
合
い
︑
先
に
相
手
方
を
殲
滅
さ
せ
た
側
の
勝
利
に

な
る
ル
ー
ル
で
あ
る
︒
こ
の
場
合
は
主
票
を
属
票
に
置
き
換
え
る
た
め
︑
ゲ
ー
ム
の
セ
ッ
ト
に
は
︑
白
黒
の
属
票
の
予
備
が
一
枚
ず

つ
追
加
さ
れ
て
い
る
︒﹁
唯
心
﹂
か
﹁
唯
物
﹂
の
ど
ち
ら
か
が
︑
相
手
方
を
殲
滅
す
れ
ば
勝
利
す
る
と
い
う
こ
の
ル
ー
ル
は
︑
一
番
エ

ス
プ
リ
が
効
い
て
い
る
よ
う
に
感
じ
る
の
は
筆
者
だ
け
だ
ろ
う
か
︒
あ
る
時
代
の
支
配
的
な
パ
ラ
ダ
イ
ム
は
︑
あ
る
程
度
は
こ
の

ゲ
ー
ム
で
体
感
で
き
る
よ
う
な
プ
ロ
セ
ス
を
経
て
確
立
さ
れ
る
の
か
も
知
れ
な
い
︒
(
6

)

唯
心
論
と
唯
物
論
と
い
う
︑
井
上
円
了
が
と
く
に
意
識
し
た
思
想
上
の
二
潮
流
の
対
立
を
遊
戯
に
し
た
こ
の
ボ
ー
ド
ゲ
ー
ム
は
︑

思
想
上
の
対
立
を
揶
揄
す
る
ユ
ー
モ
ア
の
よ
う
に
も
見
え
る
︒
し
か
し
︑
二
つ
の
変
則
法
な
ど
を
勘
案
す
れ
ば
︑
む
し
ろ
人
々
に
思

想
的
な
営
為
の
本
質
を
体
感
す
る
機
会
を
提
供
す
る
意
図
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
︒
少
な
く
と
も
丸
山
福
治
の
よ
う
に
︑
円
了
の

も
と
で
西
洋
思
想
史
を
学
ん
だ
人
々
に
と
っ
て
︑
こ
の
ゲ
ー
ム
は
円
了
の
哲
学
・
思
想
の
講
義
を
簡
略
化
し
て
説
明
す
る
︑
実
用
的
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な
ツ
ー
ル
で
あ
っ
た
︒

第
二
章

唯
心
か
、
唯
物
か

︱
円
了
の
真
如
／
理
想
論
と
物
心
二
元
論
︱

唯
心
と
唯
物
の
派
員
︵
票
︶
を
論
壇
︵
盤
︶
の
う
え
で
競
わ
せ
︑
先
に
理
想
を
手
に
し
た
側
を
勝
ち
と
見
做
し
た
り
︑
ど
ち
ら
か

一
方
が
他
方
の
派
員
を
殲
滅
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
勝
敗
を
決
し
た
り
す
る
こ
の
ゲ
ー
ム
は
︑
一
見
す
る
と
エ
ス
プ
リ
の
効
い
た

ジ
ョ

ー
ク
の
よ
う
に
感
じ
る
︒
し
か
し
︑
実
際
の
ゲ
ー
ム
の
内
容
は
︑
こ
の
当
時
の
哲
学
館
に
お
い
て
︑
円
了
の
門
下
の
人
々
が
学

ん
で
い
た
哲
学
の
講
義
の
内
容
を
色
濃
く
反
映
す
る
も
の
で
あ
っ
た
︒﹁
唯
物
﹂
と
﹁
唯
心
﹂
を
対
置
す
る
ゲ
ー
ム
の
構
成
は
︑
哲
学

史
や
思
想
の
多
様
性
を
つ
ね
に
構
成
的
に
説
明
し
︑
タ
ク
ソ
ノ
ミ
ー
を
多
用
す
る
円
了
の
講
義
に
親
し
ん
で
い
る
人
々
に
と
っ
て
︑

あ
ま
り
違
和
感
の
な
い
表
現
だ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
︒

円
了
の
哲
学
研
究
の
課
題
は
︑﹁
哲
学
﹂
の
歴
史
を
西
洋
に
限
定
す
る
こ
と
な
く
︑
イ
ン
ド
・
中
国
の
思
想
を
中
心
に
し
た
﹁
東
洋

哲
学
﹂
の
価
値
を
再
確
認
し
︑
こ
れ
ら
の
歴
史
の
う
え
に
よ
り
総
合
的
で
深
遠
な
哲
理
を
発
見
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
︒
た
と
え
ば
︑

初
期
の
哲
学
書
を
代
表
す
る
﹃
哲
学
要
領
﹄︵
明
治
十
九
年
・
二
十
年
︶
に
お
い
て
円
了
は
︑﹁
哲
学
﹂
の
範
囲
を
﹁
純
正
哲
学
﹂︵
其

原
理
ノ
原
理
︑
其
原
則
ノ
原
則
ヲ
論
及
ス
ル
一
學
科
︶
に
限
定
す
る
一
方
で
︑
哲
学
の
義
解
を
拡
大
し
て
︑
あ
ら
ゆ
る
﹁
思
想
ノ
法

則
事
物
ノ
原
理
ヲ
究
明
ス
ル
學
﹂
と
し
︑
哲
学
史
を
ギ
リ
シ
ア
哲
学
に
限
定
す
る
こ
と
な
く
東
洋
と
西
洋
︑
古
代
と
近
世
に
ま
た
が

る
﹁
哲
學
全
界
﹂
の
紹
介
と
分
類
を
試
み
る
︒

前
後
編
の
二
冊
の
う
ち
︑
前
編
で
は
﹁
東
洋
哲
學
﹂
と
﹁
西
洋
哲
學
﹂
に
大
別
さ
れ
た
二
潮
流
を
さ
ら
に
﹁
支
那
哲
學
﹂
と
﹁
印

度
哲
學
﹂︑﹁
古
代
哲
學
︵
希
臘
哲
學
︶﹂
と
﹁
近
世
哲
學
﹂
に
分
類
し
︑
そ
れ
ぞ
れ
を
細
分
化
し
た
う
え
で
︑
各
思
想
潮
流
の
発
達
史

と
思
想
の
特
徴
を
紹
介
し
て
い
る
︒
と
く
に
西
洋
の
近
世
哲
学
は
︑﹁
大
陸
哲
學
﹂︑﹁
英
國
哲
學
﹂
︑﹁
獨
國
哲
學
﹂︑﹁
佛
國
哲
學
﹂
に
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細
分
化
さ
れ
︑
そ
れ
ぞ
れ
の
説
明
に
も
か
な
り
の
紙
幅
が
割
か
れ
て
い
る
︒

さ
ら
に
後
編
で
は
︑
円
了
は
こ
れ
ま
で
の
哲
学
思
想
を
そ
の
﹁
性
質
上
﹂
か
ら
分
類
し
︑﹁
無
元
論
﹂
と
﹁
有
元
論
﹂
に
大
別
し
て
︑

次
の
よ
う
な
分
類
表
を
用
い
て
諸
説
の
関
係
を
図
式
化
し
て
い
る
︒

唯
物
論

無
元
論

相

対 ⎧⎨⎩

唯
心
論

一
元
論 ⎧⎪⎨⎪⎩

哲
学 ⎧⎪⎪⎨⎪⎪⎩
唯
神
論

絶

対 ⎧⎨⎩

唯
理
論

有
元
論 ⎧⎪⎪⎪⎨⎪⎪⎪⎩

物
心
異
体
論
︵
す
な
わ
ち
物
心
両
立
論
︶

二
元
論 ⎧⎨⎩

物
心
同
体
論
︵
す
な
わ
ち
物
心
一
体
論
︶

多
元
論 ⎧⎪⎨⎪⎩

三
元
論

(
7

)

相
反
す
る
思
想
的
立
場
を
対
置
さ
せ
な
が
ら
分
類
す
る
︑
こ
う
し
た
円
了
の
構
成
的
な
思
想
の
分
類
法
に
慣
れ
親
し
ん
だ
人
々
に

よ
っ
て
︑
哲
学
の
初
歩
を
体
験
す
る
た
め
の
ボ
ー
ド
ゲ
ー
ム
は
考
案
さ
れ
た
の
で
あ
る
︒

さ
ら
に
円
了
は
︑
有
元
論
に
属
す
る
哲
学
思
想
を
﹁
唯
心
﹂
と
﹁
唯
物
﹂
の
二
元
論
を
も
と
に
整
理
し
︑
人
知
の
発
達
段
階
に
応

じ
た
﹁
哲
學
の
論
理
の
發
達
關
係
﹂
を
次
の
よ
う
に
ま
と
め
て
い
る
︒
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第
一
論

物
心
二
元
論
即
チ
物
心
異
躰
論

第
二
論

唯
物
無
心
論
即
チ
唯
物
論

第
三
論

非
物
非
心
論
即
チ
唯
理
論

第
四
論

無
物
無
心
論
即
チ
虚
無
論

第
五
論

唯
心
無
物
論
即
チ
唯
心
論

第
六
論

有
心
有
物
論

第
七
論

物
心
同
躰
論
(
8

)

円
了
に
よ
れ
ば
︑﹁
お
よ
そ
人
の
論
理
思
想
の
発
達
は
物
心
二
元
よ
り
始
ま
り
︑
唯
物
に
入
り
唯
心
に
転
じ
て
︑
ふ
た
た
び
二
元
に

帰
す
る
を
常
と
す
﹂
る
︒
哲
学
は
物
心
二
元
を
め
ぐ
っ
て
発
達
す
る
が
︑
こ
の
答
え
の
な
い
問
い
を
め
ぐ
る
論
理
思
想
は
循
環
し
続

け
る
︒

出
発
点
と
な
る
﹁
物
心
二
元
﹂
は
﹁
物
心
異
体
﹂
の
二
元
で
あ
り
︑
そ
の
後
の
二
元
は
﹁
物
心
同
体
﹂
の
二
元
と
な
る
︒
円
了
は

言
う
︒知

力
の
未
だ
発
達
せ
ざ
る
も
の
に
あ
り
て
は
︑
人
み
な
物
心
そ
の
体
を
異
に
す
と
信
ず
る
も
︑
そ
の
知
高
等
に
進
む
に
及
ん
で
︑

次
第
に
物
心
同
体
の
理
を
会
得
す
る
に
至
る
べ
し
︒
こ
れ
に
よ
り
て
こ
れ
を
み
れ
ば
︑
異
体
は
論
理
の
起
点
に
し
て
同
体
は
そ
の

終
局
な
り
と
い
わ
ざ
る
べ
か
ら
ず
︒
(
9

)
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し
か
し
︑
物
心
異
体
の
論
理
を
一
歩
進
め
れ
ば
同
体
に
帰
し
︑
同
体
の
論
理
を
先
に
進
め
れ
ば
必
ず
異
体
に
帰
す
︒
こ
れ
を
円
了

は
﹁
理
想
の
循
化
︵
論
理
の
循
環
︶﹂
と
名
付
け
て
い
る
︒
つ
ま
り
︑
物
心
を
め
ぐ
る
議
論
は
︑
い
つ
ま
で
も
堂
々
巡
り
を
続
け
る
こ

と
に
な
る
の
で
あ
る
︒﹁
哲
学
飛
将
碁
﹂
の
変
則
法
︵
第
二
︶
で
は
︑
主
票
︵
理
想
︶
を
欠
い
た
属
票
だ
け
を
使
用
し
て
ゲ
ー
ム
が
行

わ
れ
︑
ど
ち
ら
か
の
属
票
が
全
滅
す
る
ま
で
勝
敗
は
決
す
る
こ
と
は
な
い
︒
ど
ち
ら
も
主
票
を
獲
得
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
不
毛
の

争
い
は
︑
こ
の
よ
う
な
状
況
を
表
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
︒
こ
れ
に
続
い
て
円
了
は
︑﹁
物
心
の
本
体
﹂
で
あ
る
﹁
理
想
﹂
に
つ
い

て
述
べ
て
い
る
︒

理
想
と
は
物
心
の
本
体
に
与
う
る
の
名
称
に
し
て
︑
そ
の
体
物
に
も
あ
ら
ず
心
に
も
あ
ら
ず
︒
い
わ
ゆ
る
非
物
非
心
な
り
と
い

え
ど
も
︑
ま
た
物
心
を
離
れ
て
別
に
存
す
る
に
あ
ら
ず
︒
物
心
の
体
す
な
わ
ち
こ
れ
理
想
に
し
て
︑
理
想
の
表
裏
に
物
心
の
諸
象

を
具
す
る
な
り
︒
故
に
物
心
は
現
象
に
し
て
理
想
は
実
体
な
り
︒
こ
れ
を
も
っ
て
二
元
同
体
の
理
を
知
る
べ
し
(
10

)

円
了
に
よ
れ
ば
︑
物
心
二
元
異
体
論
の
前
提
と
な
る
現
象
の
実
体
は
﹁
同
一
の
理
想
﹂
で
あ
る
︒
実
体
で
あ
る
こ
の
﹁
理
想
﹂
の

表
裏
に
︑
物
心
の
現
象
が
あ
る
の
で
あ
る
︒
物
心
異
体
の
二
元
論
は
︑﹁
世
俗
普
通
の
人
﹂
が
見
る
世
界
に
お
け
る
相
対
的
な
議
論
で

あ
り
︑
無
象
の
実
体
で
あ
る
﹁
理
想
﹂
を
想
定
せ
ず
に
現
象
界
の
物
心
の
関
係
を
論
じ
て
い
る
た
め
に
︑
そ
の
議
論
は
無
限
に
ル
ー

プ
し
て
い
か
ざ
る
を
得
な
く
な
る
︒
こ
の
た
め
︑﹁
論
理
発
達
の
初
級
﹂
で
あ
る
物
心
二
元
論
で
は
な
く
て
︑
物
心
の
体
を
同
一
の
﹁
理

想
﹂
と
見
做
す
﹁
物
心
同
体
の
一
元
論
﹂
が
哲
学
の
主
題
と
な
る
の
で
あ
る
︒

カ
ン
ト
氏
お
よ
び
ス
ペ
ン
サ
ー
氏
の
論
ず
る
と
こ
ろ
に
よ
る
も
︑
象
は
知
る
べ
き
も
の
に
し
て
︑
体
は
我
人
の
知
る
べ
か
ら
ざ
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る
も
の
た
る
は
明
ら
か
な
り
︒
し
か
し
て
そ
の
知
る
べ
き
も
の
︑
こ
れ
を
現
象
界
に
属
し
︑
そ
の
知
る
べ
か
ら
ざ
る
も
の
︑
こ
れ

を
無
象
界
に
属
す
︒
故
に
心
体
も
無
象
界
な
り
︑
物
体
も
無
象
界
な
り
︒
物
心
両
体
共
に
無
象
界
に
し
て
同
一
に
知
る
べ
か
ら
ざ

る
以
上
は
︑
そ
の
間
に
判
然
た
る
区
別
な
き
は
必
然
な
り
(
11

)

︒

明
治
二
十
年
に
刊
行
さ
れ
た
﹃
哲
学
要
領
﹄
の
後
編
は
︑
唯
物
の
立
場
と
唯
心
の
立
場
の
相
違
を
前
提
と
し
な
が
ら
︑
古
今
東
西

の
哲
学
思
想
の
全
体
像
に
つ
い
て
円
了
独
自
の
視
座
か
ら
論
じ
て
い
る
︒
カ
ン
ト
や
ス
ペ
ン
サ
ー
の
影
響
の
も
と
で
︑﹁
現
象
界
﹂
と

﹁
無
象
界
﹂
の
相
違
を
意
識
し
な
が
ら
︑
唯
物
と
唯
心
の
﹁
循
化
論
﹂
を
説
く
円
了
の
哲
学
概
論
は
︑
し
ば
し
ば
議
論
が
錯
綜
し
て
い

て
全
体
像
を
と
ら
え
る
こ
と
は
難
し
い
︒

と
は
い
え
︑
日
本
人
に
よ
る
最
初
の
哲
学
概
論
と
評
さ
れ
る
中
江
兆
民
の
﹃
理
学
鉤
玄
﹄︵
明
治
十
九
年
︶
に
わ
ず
か
に
遅
れ
て
︑

同
年
に
前
編
︑
続
く
二
十
年
に
後
編
が
刊
行
さ
れ
た
﹃
哲
学
要
領
﹄
は
︑
同
じ
年
に
設
立
さ
れ
た
哲
学
館
で
学
ぶ
人
々
に
と
っ
て
︑

必
須
の
教
養
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
︒
円
了
門
下
の
一
人
で
あ
る
丸
山
福
治
に
よ
っ
て
︑
明
治
二
十
三
年
に
販
売
さ
れ
た
﹁
哲
学
飛

将
碁
﹂
は
︑
唯
物
論
と
唯
心
論
を
対
置
し
︑
そ
れ
ぞ
れ
の
限
界
と
可
能
性
を
意
識
し
な
が
ら
新
た
な
思
想
的
営
為
の
可
能
性
を
模
索

す
る
︑円
了
の
哲
学
講
義
を
分
か
り
や
す
く
説
明
す
る
ツ
ー
ル
の
一
つ
で
も
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
︒
対
戦
相
手
や
条
件
に
よ
っ
て
︑

唯
心
が
理
想
を
勝
ち
取
る
日
も
あ
れ
ば
︑反
対
に
唯
物
が
理
想
に
到
達
す
る
日
も
あ
る
と
い
う
こ
の
ボ
ー
ド
ゲ
ー
ム
は
︑﹃
哲
学
要
領
﹄

の
後
編
の
内
容
を
踏
ま
え
て
プ
レ
イ
す
る
と
き
︑た
ん
な
る
思
い
つ
き
で
作
ら
れ
た
ゲ
ー
ム
で
は
な
い
こ
と
が
理
解
さ
れ
る
だ
ろ
う
︒

円
了
に
よ
れ
ば
︑
人
知
の
発
達
段
階
に
応
じ
て
展
開
す
る
哲
学
思
想
は
︑﹁
物
心
同
躰
論
﹂
を
精
華
と
す
る
︒﹁
諸
説
諸
論
ノ
中
庸

ヲ
取
リ
テ
之
ヲ
結
合
シ
﹂︑
物
心
二
元
論
の
﹁
僻
見
ヲ
除
キ
テ
中
正
ヲ
得
タ
ル
﹂
同
体
論
を
求
め
る
こ
と
︒
こ
れ
が
最
も
成
熟
し
︑
発

達
し
た
思
想
な
の
だ
︒
晩
年
の
﹃
哲
学
新
案
﹄︵
明
治
四
十
二
年
︶
な
ど
の
著
作
で
は
︑
﹁
相
含
論
﹂
と
も
呼
ば
れ
る
こ
の
包
括
的
な
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真
理
の
探
究
が
︑
円
了
の
ラ
イ
フ
ワ
ー
ク
の
一
つ
で
あ
っ
た
︒

こ
う
し
た
発
想
の
具
現
化
は
︑円
了
に
よ
る
多
彩
な
啓
蒙
活
動
の
多
く
に
共
通
し
て
見
ら
れ
る
傾
向
の
一
つ
で
あ
る
︒
た
と
え
ば
︑

﹁
丘
下
﹂
の
左
右
両
翼
に
﹁
唯
物
﹂
と
﹁
唯
心
﹂
の
領
域
を
配
置
し
︑
経
験
坂
や
演
繹
観
を
経
て
︑
四
聖
堂
の
あ
る
丘
上
の
真
理
の
世

界
に
至
る
哲
学
堂
公
園
の
構
造
は
︑
ま
さ
に
同
様
の
発
想
を
具
現
化
し
て
い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
︒
(
12

)

初
期
の
哲
学
書
か
ら
︑
不
思
議
現
象
の
総
合
科
学
と
も
い
う
べ
き
広
が
り
を
も
っ
た
︑
ユ
ニ
ー
ク
な
﹁
妖
怪
学
﹂
の
展
開
に
よ
る

﹁
真
怪
﹂︵
真
の
不
可
思
議
︶
の
探
求
に
い
た
る
ま
で
︑
多
彩
な
円
了
の
著
作
に
共
通
す
る
︑
物
心
二
元
を
め
ぐ
る
議
論
の
﹁
循
化
﹂

と
理
想
︵
体
︶
に
よ
る
現
象
︵
象
︶
の
包
括
的
な
把
握
と
い
う
発
想
が
︑﹁
哲
学
飛
将
碁
﹂
に
は
色
濃
く
反
映
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
︒

こ
の
ボ
ー
ド
ゲ
ー
ム
は
︑
哲
学
の
テ
ー
マ
パ
ー
ク
と
し
て
建
設
さ
れ
た
哲
学
堂
と
同
じ
よ
う
に
︑
円
了
の
多
彩
な
啓
蒙
活
動
の
一

つ
で
あ
っ
た
と
考
え
る
べ
き
だ
ろ
う
︒
ま
た
︑
将
棋
や
囲
碁
の
よ
う
な
伝
統
的
な
遊
戯
を
改
良
し
︑
こ
れ
を
教
育
活
動
や
啓
蒙
活
動

へ
利
用
す
る
姿
勢
は
︑
井
上
円
了
に
よ
る
多
彩
な
社
会
改
良
の
提
案
に
も
共
通
し
て
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
︒

第
三
章

改
良
新
案
の
夢
と
哲
学
飛
将
碁

︱
哲
学
の
実
行
化
と
近
代
国
家
︱

井
上
円
了
は
︑
明
治
三
十
四
年
に
﹃
妖
怪
叢
書
﹄
の
第
一
編
と
し
て
﹃
哲
学
う
ら
な
い
﹄
を
刊
行
し
︑
そ
の
出
版
の
意
図
に
つ
い

て
︑
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
︒

余
さ
き
に
﹃
妖
怪
学
講
義
﹄
を
講
述
し
︑
後
に
﹃
妖
怪
学
雑
誌
﹄
を
編
集
し
︑
と
も
に
す
で
に
世
に
行
わ
れ
し
が
︑
こ
れ
よ
り

さ
ら
に
﹃
妖
怪
叢
書
﹄
を
著
し
て
︑
以
上
両
書
の
補
闕
と
な
さ
ん
と
す
︒
(
13

)
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﹃
妖
怪
叢
書
﹄
は
︑﹃
妖
怪
学
講
義
﹄
や
﹃
妖
怪
学
雑
誌
﹄
の
営
み
を
補
完
す
る
も
の
で
あ
る
︒
円
了
に
よ
れ
ば
︑
こ
の
﹃
妖
怪
叢

書
﹄
の
第
一
編
と
し
て
﹃
哲
学
う
ら
な
い
﹄
を
刊
行
し
た
理
由
は
︑
先
の
妖
怪
学
に
お
い
て
﹁
今
日
世
間
に
伝
わ
る
卜
筮
︑
人
相
︑

家
相
党
派
︑
み
な
古
人
の
妄
想
よ
り
出
で
て
︑
今
日
の
学
理
に
合
せ
ず
﹂
と
伝
統
的
な
占
法
を
酷
評
し
た
こ
と
に
対
し
て
︑
近
代
社

会
に
適
合
し
た
哲
学
的
占
法
の
考
案
を
多
方
面
か
ら
要
請
さ
れ
た
か
ら
で
あ
る
︒

論
理
学
の
推
演
法
を
用
い
た
︑
新
し
い
哲
学
占
い
の
意
義
に
つ
い
て
︑
円
了
は
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
︒

か
く
の
ご
と
き
吉
凶
鑑
定
法
は
︑
人
事
︑
人
文
の
進
歩
と
両
立
す
べ
か
ら
ざ
る
も
の
な
れ
ば
︑
人
知
い
よ
い
よ
進
む
に
従
い
︑

自
滅
の
運
命
に
会
す
る
は
自
然
の
勢
い
な
り
と
い
え
ど
も
︑
今
日
の
程
度
い
ま
だ
こ
こ
に
至
ら
ず
と
す
れ
ば
︑
余
は
五
行
︑
干
支

の
支
説
を
退
け
︑
論
理
学
の
推
演
法
を
し
て
こ
れ
に
代
用
せ
し
め
ん
と
欲
す
る
な
り
︒
こ
れ
︑
人
文
の
過
渡
期
に
架
す
る
一
時
の

仮
橋
と
思
う
べ
し
︒
た
と
い
仮
橋
な
る
も
︑
朽
ち
た
る
老
橋
を
渡
る
よ
り
も
は
る
か
に
安
全
な
る
こ
と
は
︑
余
が
保
証
す
る
と
こ

ろ
な
り
(
14

)

︒

井
上
円
了
に
よ
る
占
い
の
改
良
は
︑
迷
信
の
排
除
と
人
々
の
啓
蒙
を
目
的
と
し
た
﹁
妖
怪
学
﹂
と
共
通
す
る
問
題
意
識
に
も
と
づ

く
営
み
で
あ
っ
た
︒
ま
た
︑﹁
人
文
の
過
渡
期
に
架
す
る
一
時
の
架
橋
﹂
と
い
っ
た
姿
勢
は
︑
仏
教
活
論
な
ど
の
宗
教
論
に
も
通
底
す

る
発
想
で
は
な
か
ろ
う
か
︒

こ
の
﹃
妖
怪
叢
書
﹄
の
第
二
編
と
し
て
︑
刊
行
さ
れ
た
の
が
﹃
改
良
新
案
の
夢
﹄
で
あ
る
︒
そ
の
冒
頭
に
お
い
て
円
了
は
︑﹁
本
書

は
余
の
妖
怪
学
に
は
全
然
関
係
な
き
も
の
﹂
と
し
て
い
る
が
︑
こ
こ
で
円
了
が
披
瀝
し
て
い
る
﹁
改
良
新
案
﹂
の
多
く
は
︑
古
く
か

ら
あ
る
事
物
や
習
慣
の
改
良
で
あ
り
︑
哲
学
占
い
と
同
じ
よ
う
に
︑
無
意
味
な
習
慣
や
無
駄
を
排
除
し
て
新
た
な
社
会
に
適
合
し
た
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か
た
ち
を
模
索
す
る
﹁
新
案
﹂
で
あ
っ
た
︒
こ
う
し
た
意
味
で
は
︑
妖
怪
学
と
共
通
す
る
啓
蒙
意
識
を
も
と
に
刊
行
さ
れ
た
本
で
あ

り
︑
﹃
妖
怪
叢
書
﹄
の
第
二
編
に
組
み
込
ま
れ
た
こ
と
も
理
解
で
き
る
︒

海
外
渡
航
や
全
国
巡
講
な
ど
の
経
験
を
も
と
に
︑
実
用
と
実
益
を
考
慮
し
て
な
さ
れ
た
円
了
の
提
案
は
︑
極
め
て
多
彩
な
分
野
に

及
ん
で
い
る
︒
書
翰
紙
や
筆
立
て
の
改
良
︑
ラ
ン
プ
の
改
良
に
は
じ
ま
る
四
十
四
項
目
に
及
ぶ
﹁
改
良
新
案
﹂
は
︑
ど
れ
も
極
め
て

合
理
的
・
実
用
的
で
あ
り
︑
つ
ね
に
実
利
を
意
識
し
て
考
案
さ
れ
て
い
る
︒

と
く
に
遊
戯
の
分
野
で
興
味
深
い
の
は
︑
円
了
が
提
案
す
る
﹁
将
棋
盤
﹂
の
改
良
で
あ
る
︒
井
上
円
了
に
よ
れ
ば
﹁
わ
が
国
の
碁
︑

将
棋
は
︑
そ
の
工
夫
に
い
た
っ
て
お
も
し
ろ
き
も
の
な
れ
ど
も
︑
た
だ
精
神
を
凝
ら
す
の
み
に
て
︑
さ
ら
に
身
体
の
運
動
な
き
は
︑

そ
の
一
大
欠
点
﹂
で
あ
る
︒
そ
こ
で
円
了
は
︑
将
棋
に
運
動
の
要
素
を
加
え
る
こ
と
を
考
え
︑
長
年
に
渡
っ
て
工
夫
を
し
た
結
果
︑

将
棋
の
盤
面
を
大
き
く
す
る
こ
と
を
思
い
つ
く
︒

そ
の
大
き
さ
は
︑﹁
お
よ
そ
幅
二
間
︑
長
さ
二
間
半
﹂
で
あ
り
︑
円
了
は
室
外
の
地
面
を
使
っ
て
盤
面
を
造
る
こ
と
を
提
案
し
て
い

る
︒
盤
面
の
境
界
線
に
は
レ
ン
ガ
を
使
用
し
︑
将
棋
の
駒
は
陶
器
製
で
盤
の
大
き
さ
に
見
合
う
も
の
を
使
用
す
る
︒

盤
面
の
大
き
さ
は
﹁
幅
二
間
︑
長
さ
二
間
半
﹂
な
の
で
︑
そ
の
一
区
画
は
﹁
巾
一
尺
三
寸
余
︑
長
さ
一
尺
六
寸
余
ず
つ
﹂
に
な
る
︒

駒
の
大
き
さ
は
﹁
大
な
る
方
︑
幅
一
尺
︑
長
さ
一
尺
二
寸
く
ら
い
﹂︑﹁
小
な
る
方
︑
幅
五
寸
︑
長
さ
六
尺
く
ら
い
﹂
で
あ
り
︑
駒
を

進
め
る
と
き
は
境
界
線
の
レ
ン
ガ
の
上
を
歩
い
て
駒
を
運
ぶ
︒
運
び
終
わ
っ
た
あ
と
は
︑盤
面
の
前
後
に
備
え
る
椅
子
に
腰
か
け
て
︑

相
手
の
手
を
見
な
が
ら
次
の
手
に
つ
い
て
考
え
る
︒
こ
の
将
棋
盤
の
改
良
は
︑
運
動
不
足
を
解
消
す
る
た
め
に
考
案
さ
れ
た
も
の
で

あ
っ
た
︒

か
く
す
る
と
き
に
は
︑
知
ら
ず
識
ら
ず
身
体
の
運
動
を
助
く
る
こ
と
を
得
る
な
り
︒
ゆ
え
に
余
は
︑
こ
れ
を
運
動
将
棋
と
名
づ
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け
ん
と
す
︒

こ
の
将
棋
盤
は
︑
世
間
に
広
む
る
第
一
の
手
段
と
し
て
︑
浅
草
公
園
の
ご
と
き
場
所
に
造
り
て
試
み
て
は
い
か
ん
︒
世
間
に
て

新
奇
を
好
む
人
は
︑
必
ず
こ
こ
に
入
り
て
将
棋
を
演
ず
る
に
い
た
る
べ
し
︒︵
中
略
︶
こ
の
将
棋
な
ら
ば
︑
左
右
両
側
に
桟
敷
を
か

け
て
︑
多
数
の
人
に
見
せ
る
こ
と
は
自
由
な
り
︒
か
く
し
て
︑
試
み
世
の
好
評
を
得
た
る
上
は
︑
自
然
に
紳
士
の
庭
園
な
ど
に
︑

こ
の
将
棋
盤
の
設
備
を
見
る
べ
し
︒
(
15

)

円
了
は
こ
の
将
棋
盤
に
準
じ
て
︑
碁
盤
を
造
る
こ
と
も
可
能
だ
と
し
て
い
る
が
︑
碁
は
将
棋
よ
り
も
は
る
か
に
時
間
が
長
く
か
か

る
の
で
︑
自
分
は
将
棋
盤
で
充
分
だ
と
し
て
い
る
︒

か
な
り
荒
唐
無
稽
な
提
案
で
は
あ
る
が
︑
こ
れ
と
は
別
に
円
了
は
︑﹁
囲
碁
廃
止
論
﹂
と
い
う
論
考
も
発
表
し
て
い
る
︒
こ
こ
で
は
︑

別
の
論
考
で
あ
る
﹁
囲
碁
玄
談
﹂
に
述
べ
た
︑
囲
碁
の
心
理
学
上
の
効
用
を
認
め
つ
つ
も
﹁
囲
碁
の
害
﹂
を
列
記
し
︑
そ
の
第
二
に

﹁
身
体
の
運
動
を
欠
く
こ
と
﹂
を
挙
げ
て
い
る
︒
囲
碁
は
平
日
の
業
務
の
障
害
に
な
る
︵
囲
碁
の
害

第
一
︶
ば
か
り
で
な
く
︑
休
日

の
運
動
を
阻
害
す
る
要
因
に
も
な
る
︒
囲
碁
に
時
間
を
費
や
す
人
は
︑﹁
終
日
閑
座
沈
思
し
て
︑
た
だ
心
思
を
用
う
の
み
﹂
で
あ
り
︑

身
体
の
運
動
に
は
な
ん
ら
の
益
す
る
と
こ
ろ
﹂
が
な
い
︒
し
た
が
っ
て
﹁
身
体
の
発
育
お
よ
び
健
康
に
不
利
﹂
で
あ
り
︑
結
果
と
し

て
﹁
惰
弱
の
習
慣
を
養
い
︑
活
発
の
気
風
を
損
す
る
﹂
の
で
あ
る
︒
(
16

)

囲
碁
や
将
棋
な
ど
の
遊
戯
の
時
間
を
よ
り
有
効
に
利
用
す
る
こ
と
は
︑
社
会
や
文
化
の
改
良
に
取
り
組
み
︑
人
々
の
啓
蒙
に
つ
と

め
る
円
了
に
と
っ
て
︑
積
年
の
課
題
の
一
つ
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
︒
将
棋
盤
や
碁
盤
を
改
良
し
て
︑
時
間
の
無
駄
と
運
動
不
足
と

い
う
遊
戯
の
害
を
解
消
す
る
円
了
の
提
案
に
は
︑
将
棋
と
囲
碁
と
チ
ェ
ス
を
融
合
し
て
︑
哲
学
の
教
育
に
資
す
る
ボ
ー
ド
ゲ
ー
ム
を

開
発
す
る
発
想
と
の
連
続
性
を
感
じ
る
︒
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ま
た
︑
同
じ
よ
う
な
遊
戯
の
改
良
で
は
︑﹁
字
合
カ
ル
タ
﹂
が
面
白
い
︒
円
了
に
よ
れ
ば
︑
こ
の
カ
ル
タ
を
造
る
理
由
は
︑
次
の
よ

う
な
も
の
だ
︒

そ
の
目
的
は
︑
従
来
の
遊
戯
を
改
良
し
て
︑
教
育
上
に
適
用
す
る
に
あ
り
て
︑
そ
の
結
果
︑
人
を
し
て
広
く
事
物
の
名
称
を
記

し
︑
文
字
の
活
用
に
通
じ
︑
知
覚
を
進
め
記
憶
を
助
け
︑
方
言
︑
俗
語
の
誤
り
︑
及
び
字
訓
︑
仮
名
の
誤
り
を
正
し
︑
児
童
遊
戯

の
間
に
︑
知
ら
ず
識
ら
ず
文
字
修
習
の
便
を
得
し
む
る
も
の
な
り
︒
(
17

)

﹁
字
合
カ
ル
タ
﹂
で
は
︑
平
仮
名
を
一
文
字
ず
つ
を
記
し
た
票
︵
全
四
八
票
︶
が
︑
各
プ
レ
ー
ヤ
ー
に
配
ら
れ
る
︒
ま
ず
︑
プ
レ
ー

ヤ
ー
の
一
人
が
座
の
中
央
に
カ
ー
ド
を
一
枚
︵
題
票
︶
を
差
し
出
し
て
︑
次
に
隣
の
プ
レ
ー
ヤ
ー
が
︑
二
枚
以
上
の
票
を
加
え
て
﹁
一

個
の
名
詞
﹂
を
組
み
立
て
る
︒
名
詞
が
完
成
す
れ
ば
︑
最
初
の
カ
ー
ド
を
含
め
て
︑
そ
の
場
の
カ
ー
ド
は
す
べ
て
名
詞
を
組
み
立
て

た
プ
レ
ー
ヤ
ー
の
も
の
と
な
り
︑
新
た
な
カ
ー
ド
を
題
票
と
し
て
差
し
出
し
て
次
の
人
の
タ
ー
ン
に
な
る
︒
こ
う
し
て
︑
遊
戯
を
し

な
が
ら
言
葉
を
学
ぶ
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
︒
こ
の
﹁
字
合
カ
ル
タ
﹂
に
は
︑
正
則
法
の
ほ
か
に
﹁
変
則
一
法
﹂
が
設
け
ら
れ
て

い
る
︒
こ
の
あ
た
り
は
︑﹁
哲
学
飛
将
碁
﹂
の
変
則
法
を
彷
彿
さ
せ
る
︒

こ
の
ほ
か
に
も
円
了
は
︑
さ
ま
ざ
ま
な
改
良
新
案
を
提
案
し
て
い
る
が
︑
そ
の
基
本
は
無
駄
を
省
い
て
よ
り
効
率
の
高
い
設
備
や

制
度
を
考
案
す
る
こ
と
で
あ
り
︑
既
存
の
遊
戯
や
設
備
︑
習
俗
な
ど
に
教
育
上
の
付
加
価
値
を
つ
け
る
こ
と
で
あ
っ
た
︒

社
会
や
文
化
の
改
良
で
は
︑
円
了
は
別
の
と
こ
ろ
で
葬
儀
や
結
婚
式
な
ど
の
改
良
に
つ
い
て
も
興
味
深
い
提
案
を
し
て
い
る
︒
こ

の
場
合
も
儀
式
の
改
良
の
焦
点
は
︑
む
や
み
に
飲
み
食
い
す
る
こ
と
に
よ
る
費
用
の
無
駄
や
時
間
の
無
駄
を
省
く
こ
と
で
あ
る
︒
(
18

)

本
人
が
か
な
り
力
を
入
れ
て
い
る
︑
算
盤
や
占
い
の
改
良
な
ど
は
︑
む
し
ろ
複
雑
化
し
す
ぎ
て
利
便
性
を
落
と
し
て
い
る
よ
う
な
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気
も
す
る
が
︑
一
方
で
か
な
り
実
用
的
な
提
案
も
な
さ
れ
て
い
る
︒
た
と
え
ば
︑﹁
長
持
の
改
良
﹂
で
は
︑
次
の
よ
う
な
改
良
新
案
が

提
起
さ
れ
て
い
る
︒

長
持
は
︑
夜
具
︑
蒲
団
の
ご
と
き
も
の
を
入
る
る
に
最
も
便
利
な
る
も
の
な
り
︒
さ
れ
ど
︑
こ
こ
に
一
つ
の
不
便
は
︑
多
く
物

を
入
れ
た
る
場
合
に
は
︑
そ
の
底
に
何
物
が
あ
り
し
や
を
知
る
こ
と
難
き
に
あ
り
︒
そ
の
ほ
か
に
︑
蓋
の
上
に
い
ろ
い
ろ
の
物
を

載
せ
置
く
場
合
に
︑
い
ち
い
ち
こ
れ
を
取
り
除
か
ざ
れ
ば
︑
箱
の
中
の
物
を
取
り
出
だ
す
こ
と
あ
た
わ
ざ
る
不
便
あ
り
︒
余
は
こ

の
不
便
を
避
け
ん
た
め
に
︑
長
持
の
側
面
に
引
き
違
い
の
二
枚
戸
を
つ
け
て
︑
あ
た
か
も
戸
棚
の
ご
と
き
装
置
を
設
く
る
こ
と
を

思
い
出
だ
せ
り
︒
(
19

)

こ
の
よ
う
な
機
能
を
持
っ
た
収
納
ボ
ッ
ク
ス
は
︑
現
在
の
家
庭
で
も
し
ば
し
ば
目
に
す
る
こ
と
が
あ
る
︒
ま
た
︑
﹁
夏
戸
の
改
良
﹂

と
し
て
提
案
さ
れ
て
い
る
ア
イ
デ
ア
も
面
白
い
︒

従
来
︑
世
間
に
て
用
い
き
た
れ
る
夏
戸
は
︑
葦
簀
を
入
れ
た
る
簾
戸
に
し
て
︑
風
の
流
通
自
在
な
れ
ば
︑
暑
中
に
最
も
よ
し
︒

田
舎
に
て
︑
富
有
の
家
に
は
襖
と
簾
戸
と
両
方
を
備
え
お
き
︑
冬
は
襖
を
用
い
夏
は
簾
戸
を
用
い
て
︑
寒
暑
と
も
に
便
利
な
り
︒

し
か
る
に
︑
余
は
さ
ら
に
こ
れ
を
改
良
し
て
︑
夏
時
に
は
簾
戸
の
代
わ
り
に
︑
蚊
帳
戸
を
用
い
ん
と
思
う
な
り
︒
す
な
わ
ち
︑
戸

骨
の
間
へ
葦
簀
を
張
る
代
わ
り
に
︑
蚊
帳
を
張
る
工
夫
な
り
︒
か
く
す
る
と
き
は
︑
風
の
流
通
よ
ろ
し
き
の
み
な
ら
ず
︑
蚊
の
襲

来
を
ふ
せ
ぐ
こ
と
を
得
べ
し
︒
(
20

)
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こ
れ
は
︑
現
在
の
家
屋
で
使
わ
れ
て
い
る
﹁
網
戸
﹂
の
原
型
に
近
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
︒
円
了
は
さ
ら
に
︑
こ
の
夏
戸
を
応
用

し
た
﹁
襖
の
改
良
﹂
を
提
案
す
る
︒

円
了
の
﹁
社
会
改
良
の
夢
﹂
は
︑
決
し
て
尽
き
る
こ
と
は
な
い
︒
た
ぶ
ん
︑
大
正
八
年
に
大
連
で
講
演
中
に
倒
れ
て
逝
去
す
る
ま

で
︑
連
綿
と
発
案
さ
れ
続
け
て
い
た
の
だ
ろ
う
︒

結
び

︱
井
上
円
了
と
社
会
改
良
の
夢
︱

円
了
の
﹁
改
良
新
案
の
夢
﹂
は
︑
極
め
て
現
実
的
な
生
活
習
慣
や
身
近
な
道
具
の
工
夫
や
改
良
を
志
向
す
る
も
の
で
あ
っ
た
︒
本

稿
で
紹
介
し
た
﹁
哲
学
飛
将
碁
﹂
も
ま
た
︑
こ
の
よ
う
な
工
夫
と
改
良
の
一
つ
で
あ
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
だ
ろ
う
︒
し
か
し
︑

円
了
は
現
実
的
な
道
具
や
制
度
の
改
良
ば
か
り
で
な
く
︑宗
教
や
思
想
の
よ
う
な
文
化
的
な
領
域
に
お
け
る
改
良
も
重
視
し
て
い
た
︒

伝
統
的
な
仏
教
を
批
判
的
に
継
承
す
る
﹁
仏
教
活
論
﹂
の
よ
う
な
宗
教
論
は
︑
思
想
や
文
化
の
領
域
に
お
け
る
﹁
改
良
﹂
の
真
骨
頂

で
あ
る
と
も
い
え
る
だ
ろ
う
︒
こ
う
し
た
﹁
改
良
﹂
の
提
言
の
な
か
で
︑
興
味
深
い
提
案
の
一
つ
に
﹃
円
了
漫
録
﹄
に
収
め
ら
れ
た

﹁
詩
歌
の
改
良
﹂
が
あ
る
︒

円
了
に
よ
れ
ば
︑﹁
わ
が
国
︑
い
に
し
え
よ
り
朗
吟
し
き
た
れ
る
詩
歌
は
︑
花
鳥
風
月
を
詠
ず
る
も
の
多
く
︑
世
の
風
教
に
関
す
る

も
の
﹂
は
少
な
い
︒
古
代
の
人
た
ち
は
︑
人
心
を
鼓
舞
す
る
よ
う
な
詩
歌
を
必
要
と
し
な
か
っ
た
が
︑
今
日
で
は
状
況
が
大
き
く
変

わ
っ
て
い
る
︒

今
日
は
大
い
に
そ
の
必
要
あ
れ
ば
︑
今
よ
り
詩
歌
の
改
良
を
実
行
せ
ざ
る
べ
か
ら
ず
︒
今
日
の
詩
人
・
歌
人
た
る
も
の
︑
請
う
︑

活
眼
を
開
き
て
青
年
の
先
導
者
と
な
れ
︒
世
界
の
大
勢
︑
も
は
や
退
守
的
厭
世
的
詩
歌
を
弄
す
る
と
き
に
あ
ら
ざ
る
な
り
︒︵
中
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略
︶
こ
れ
︑
ひ
と
り
詩
歌
に
お
い
て
要
す
る
に
の
み
な
ら
ず
︑
音
楽
︑
絵
画
に
お
け
る
も
ま
た
し
か
り
︒
な
か
に
つ
き
て
︑
宗
教

こ
と
に
し
か
り
と
す
︒
(
21

)

新
し
い
時
代
の
到
来
に
よ
っ
て
︑
宗
教
︑
文
化
︑
習
慣
な
ど
の
あ
ら
ゆ
る
領
域
に
お
い
て
﹁
改
良
新
案
﹂
が
求
め
ら
れ
て
い
る
︒

井
上
円
了
に
よ
る
学
校
や
出
版
社
な
ど
の
運
営
︑
修
身
教
会
運
動
や
全
国
巡
講
な
ど
の
社
会
教
育
活
動
︑
仏
教
活
論
な
ど
の
新
時
代

の
宗
教
へ
の
提
言
な
ど
は
︑
そ
の
多
く
が
旧
来
の
社
会
や
文
化
を
改
良
し
て
︑
新
し
い
社
会
に
資
す
る
こ
と
を
目
指
す
も
の
で
あ
っ

た
︒
円
了
の
生
涯
に
わ
た
る
啓
蒙
活
動
に
一
貫
す
る
︑
こ
う
し
た
﹁
社
会
改
良
﹂
の
意
志
は
︑
余
暇
の
時
間
を
費
や
す
た
め
の
遊
戯

に
も
哲
学
の
教
育
を
付
加
す
る
と
い
う
﹁
哲
学
飛
将
碁
﹂
の
構
想
に
︑
色
濃
く
反
映
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒

﹁
哲
学
飛
将
碁
﹂
の
発
売
さ
れ
た
明
治
二
十
三
年
は
︑
一
年
間
に
及
ぶ
欧
米
視
察
旅
行
か
ら
帰
国
し
た
円
了
が
︑
﹁
哲
学
館
﹂
の
運

営
方
針
を
定
め
て
︑
そ
の
生
涯
に
お
け
る
積
極
的
な
社
会
活
動
や
啓
蒙
活
動
の
基
盤
を
確
立
し
た
時
期
で
あ
る
︒
ま
た
︑
前
年
に
は

大
日
本
帝
国
憲
法
が
起
草
さ
れ
︑
明
治
二
十
三
年
に
は
憲
法
の
施
行
と
と
も
に
帝
国
議
会
が
開
設
さ
れ
る
な
ど
︑
日
本
中
が
新
た
な

社
会
と
国
家
の
未
来
に
思
い
を
馳
せ
る
時
期
で
も
あ
っ
た
︒

こ
う
し
た
時
期
に
発
案
さ
れ
た
﹁
哲
学
﹂
の
教
育
に
資
す
る
ボ
ー
ド
ゲ
ー
ム
は
︑
た
だ
好
事
家
の
関
心
を
惹
く
面
白
い
資
料
と
い

う
ば
か
り
で
な
く
︑
井
上
円
了
の
複
雑
で
広
大
な
思
索
の
森
に
踏
み
込
む
た
め
に
開
か
れ
た
︑
入
り
口
の
一
つ
と
し
て
も
重
要
な
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒
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【註
︼

(
1
)

丸
山
福
治
編
﹃
哲
学
飛
将
碁
指
南
﹄
哲
学
書
院
︑
一
八
九
〇
年
︑
一
頁
︒
筆
者
に
よ
る
句
読
点
を
付
し
た
︒
奥
付
に
は
︑﹁
編
集
者
兼
発

行
者
﹂
と
し
て
︑﹁
新
潟
県
士
族

丸
山
福
治
﹂
の
名
が
あ
る
︒
本
文
の
冒
頭
に
は
︑﹁
井
上
円
了
先
生
教
授

丸
山
福
治
編
輯
﹂
と
記
さ

れ
て
い
る
︒

(
2
)

同
右
書
︑﹁
題
言
﹂︒﹁
題
言
﹂
の
日
付
は
︑﹁
明
治
二
十
三
年
一
月
﹂
と
な
っ
て
い
る
︒

(
3
)

同
右
︒

(
4
)

同
右
書
︑
一
頁
︒

(
5
)

同
右
書
︑
七
頁
︒

(
6
)

同
右
書
︑
一
六
︱
一
七
頁
︒

(
7
)

井
上
円
了
﹁
哲
学
要
領
後
編
︵
明
治
二
十
年
︶﹃
井
上
円
了
選
集
﹄
第
一
巻
︑
東
洋
大
学
︑
一
九
八
七
年
一
五
一
頁
︒

(
8
)

同
右
書
︑
一
五
二
︱
一
五
三
頁
︒

(
9
)

同
右
書
︑
一
五
三
頁
︒

(
10
)

同
右
書
︑
一
五
四
頁
︒

(
11
)

同
右
書
︑
一
五
六
頁
︒

(
12
)

哲
学
堂
公
園
の
構
造
と
井
上
円
了
の
思
想
に
関
し
て
は
︑
か
つ
て
論
文
を
発
表
し
た
こ
と
が
あ
る
︒
詳
細
は
︑
岡
田
正
彦
﹁
哲
学
堂
散

歩
︱
近
代
日
本
の
科
学
︒
哲
学
・
宗
教
﹂﹃
仏
教
史
学
研
究
﹄
第
四
十
八
巻
第
二
号
︑
佛
教
史
学
会
︑
二
〇
〇
六
年
を
参
照
の
こ
と
︒
こ

の
論
文
の
な
か
で
も
﹃
哲
学
要
領
﹄
に
言
及
し
て
い
る
が
︑
時
期
的
に
は
﹁
哲
学
飛
将
碁
﹂
の
ほ
う
が
︑
よ
り
ダ
イ
レ
ク
ト
に
本
書
の
内

容
が
ゲ
ー
ム
の
構
造
に
反
映
さ
れ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
︒

(
13
)

井
上
円
了
﹁
哲
学
う
ら
な
い
︵
明
治
三
十
四
年
︶﹂﹃
井
上
円
了
選
集
﹄
第
一
九
巻
︑
東
洋
大
学
︑
二
〇
〇
〇
年
︑
四
一
六
頁
︒

(
14
)

同
右
書
︑
四
七
五
頁
︒

(
15
)

井
上
円
了
﹁
改
良
新
案
の
夢
︵
明
治
三
十
七
年
︶﹂﹃
井
上
円
了
選
集
﹄
第
一
九
巻
︑
東
洋
大
学
︑
二
〇
〇
〇
年
︑
四
八
八
～
四
八
九
頁
︒

(
16
)

井
上
円
了
﹁
甫
水
論
集
︵
明
治
三
十
五
年
︶﹂﹃
井
上
円
了
選
集

第
二
五
巻
﹄︑
二
〇
〇
四
年
︑
一
五
七
～
一
五
九
頁
︒

(
17
)

前
掲
﹁
改
良
新
案
の
夢
﹂︑
五
三
〇
頁
︒

(
18
)

た
と
え
ば
︑
井
上
円
了
﹁
円
了
講
話
集
︵
明
治
三
十
七
年
︶﹂﹃
井
上
円
了
選
集

第
二
五
巻
﹄︑
東
洋
大
学
︑
二
〇
〇
四
年
︑
五
五
一
～
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五
六
二
頁
︒
仏
式
の
結
婚
式
の
提
案
を
含
め
て
︑
冠
婚
葬
祭
の
改
良
に
つ
い
て
円
了
は
︑
さ
ま
ざ
ま
な
と
こ
ろ
で
言
及
し
て
い
る
︒

(
19
)

前
掲
﹁
改
良
新
案
の
夢
﹂︑
五
〇
八
頁
︒

(
20
)

同
右
書
︑
五
〇
九
頁
︒

(
21
)

井
上
円
了
﹁
円
了
漫
録
︵
明
治
三
十
六
年
︶﹂﹃
井
上
円
了
選
集
﹄
第
二
四
巻
︑
東
洋
大
学
︑
二
〇
〇
四
年
︑
二
〇
三
頁
︒
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