
銀

ζ=-̂-

百聞

位

置

の

私
は
さ
き
に
和
田
博
士
還
暦
記
念
東
洋
史
論
叢
に
「
銀
経
護
秘
と

洋
銀
緋
正
」
を
書
い
て
、
清
代
中
期
以
後
中
固
に
流
通
し
た
洋
銀
が

は
げ
し
い
費
造
僑
造
を
よ
び
お
こ
し
、
こ
れ
の
鑑
別
便
覧
と
し
て
用

意
さ
れ
た
商
人
の
書
に
つ
い
て
紹
介
を
試
み
た
。
た
だ
こ
の
片
々
た

る
小
冊
子
は
、
他
に
同
類
の
書
物
も
見
嘗
ら
な
い
ま
ま
、
こ
こ
に
解

説
さ
れ
て
い
る
多
数
の
術
語
か
ら
従
来
諸
書
に
散
見
し
た
商
用
語
の

い
く
つ
か
乞
は
じ
め
て
正
確
に
す
る
こ
と
が
で
き
た
他
は
、
臆
測
に

よ
る
推
論
を
敢
え
て
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
す
な
わ
ち
一
八
二
六

年
度
州
で
板
行
さ
れ
た
「
護
秘
」
と
一
八
五
四
年
杭
州
で
板
行
さ
れ

た
「
緋
正
」
と
は

と
も
に
詐
欺
防
止
を
彊
っ
て
き
わ
め
て
相
似
的

な
内
容
を
も
ち
な
が
ら
そ
の
性
格
を
異
に
し
て
い
る
こ
と
、
前
者
が

饗
偶
造
に
妥
協
的
で
あ
る
い
は
費
偶
造
そ
の
も
の
の
手
引
書
か
と
疑

わ
れ
る
の
に
封
し
、
後
者
は
鑑
別
に
力
貼
を
お
い
て
襲
儒
遺
恒
否
を
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強
め
む
し
ろ
銀
の
官
錆
公
鋳
へ
の
伏
線
を
示
し
て
い
る
こ
と
で
あ

増

井

夫

経

る
。
し
か
し
こ
れ
が
贋
東
と
漸
江
と
'い
う
地
域
差
を
背
景
に
し
た
も

の
か
、
中
聞
に
ア
ヘ
ン
戟
争
を
は
さ
ん
で
三
十
年
の
経
過
に
従
っ
た

も
の
か
こ
れ
に
た
や
す
く
判
断
を
下
す
材
料
を
も
た
な
か
っ
た
。

こ
の
こ
と
は
、
問
題
白
檀
は
抽
明
細
で
あ
る
が
、
中
国
史
が
中
央
の
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動
向
を
標
識
と
し
て
把
握
さ
れ
、
地
方
差
は
方
言
や
特
産
物
な
み
に

し
か
扱
わ
れ
な
い
習
慣
の
た
め
、
近
代
史
こ
と
に
経
済
や
吐
曾
の
間

題
解
明
を
妨
げ
て
い
る
事
買
に
若
干
の
手
が
か
り
宏
輿
え
て
く
れ
る

の
で
は
な
い
か
と
期
待
し
た
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。

と
こ
ろ
が
そ
の

後、

ー
「
銀
論
」
と
「
貿
易
尺
臆
最
新
」
の
二
書
を
み
る
こ
と
が
で
き

い
さ
さ
か
従
前
の
推
論
を
補
足
し
、
二
三
の
所
見
を
加
え

た
の
で
、

て
か
ね
て
の
期
待
の
一
部
に
答
え
て
み
た
い
と
思
う
。

「
銀
論
」
は

光
緒
十
六
年
(
一
八
九

O
)
贋
東
の
謝
氏
の
序
を
も
ち
懐
徳
堂
刊

行
、
十
入
年
重
刊
、

七
十
四
葉
の
小
冊
子
、

「
新
櫓
銀
論
い
と
題
し

て
い
る
。

「
貿
易
尺
臆
最
新
」
は
光
緒
九
年
(
一
八
八
三
〉
呉
門
の
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沌
陽
主
人
の
序
を
も
ち
朱
民
刊
行
、
内
容
は
時
令
、
稽
調
に
は
じ
ま

り
家
族
聞
の
謄
酬
や
吉
凶
雑
事
の
書
信
の
模
範
文
を
集
め
た
も
の
で

と
く
に
商
用
文
に
限
っ
た
も
の
で
は
な
い
が

田
冒
頭
に
わ
ず
か

葉
、
洋
銀
固
と
観
法
聴
法
の
解
説
が
つ
け
加
え
ら
れ
て
い
る
。
は
じ

め
こ
の
二
葉
は
製
本
時
の
鼠
入
か
と
疑
わ
れ
た
が
、
同
書
が
み
な
こ

の
形
式
で
刊
行
さ
れ
た
こ
と
を
確
か
め
得
て
い
る
。

ま
ず
こ
の
雨
書
に
つ
い
て
紹
介
す
る
と

「
銀
論
」
は
は
じ
め
に

墨
銀
を
中
心
と
し
た
洋
銀
約
七
十
種
の
面
背
の
園
様
を
あ
げ
、
不
正

確
な
圃
録
で
は
あ
る
が
種
類
は
も
っ
と
も
豊
富
で
、
如
意
銀
、
筆
賓

銀
、
土
地
公
銀
、
紋
銀
足
成
な
ど
の
中
国
製
銀
貨
、
雑
階
番
頭
、
嘘

、
叫
銀
な
ど
の
イ
ン
ド
・
ル
ピ

l
貨

日
本
の
貿
易
銀

一
国
銀
貨
、

安
南
の
明
命
遇
資
や
香
港
弗
貨
ま
で
含
ま
れ
て
い
る
。

つ
い
で
釘

鋼
、
釘
鉛
、
坐
鉛
、
挿
鉛
、
釘
心
、
白
心
、
鐘
銀
、
鐘
銅
な
ど
の
饗

造
形
式
を
圃
示
し
、
さ
ら
に
墨
銀
鑑
別
の
急
所
を
十
種
園
解
、
銀
貨

縁
遜
の
ギ
ザ
ギ
ザ
を
入
種
、
ま
た
ロ
ー
マ
字
を
一
々
員
憶
に
つ
い
て

鋳
様
を
圃
説
し
て
い
る
。
以
上
は
す
べ
て
商
人
が
首
座
の
用
に
た
て

る
よ
う
整
理
さ
れ
て
お
り
、
刷
乱
雑
無
秩
序
で
は
あ
る
が
こ
の
よ
う
な

形
で
日
常
受
授
さ
れ
る
洋
銀
へ
の
由
民
東
商
人
の
認
識
が
固
定
し
て
い

っ
た
の
で
あ
ろ
う
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
書
は
圃
解

の
最
後
に
、
大
書
し
て
天
師
印
と
天
碓
園
を
あ
げ
て
い
る
が
、
天
師

と
は
造
幣
局
長
の
俗
稿
、
洋
銀
の
紋
様
の
雌
型
を
鋼
織
で
作
っ
た
も

の
が
天
師
印
、
こ
れ
で
銀
貨
を
打
出
す
工
具
が
天
碓
、
こ
れ
ら
も
輪

入
品
で
あ
っ
た
ら
し
い
。

同
書
の
後
牢
は
約
五
十
項
に
分
け
て
異
偶
洋
銀
の
鑑
別
法
を
説

き
、
そ
の
主
な
も
の
は
七
字
経
風
に
記
述
し
て
朗
諦
に
資
し
、
こ
れ

ら
の
教
習
に
は
順
序
が
あ
り

ま
ず
縁
透
の
ギ
ザ
ギ
ザ
を
吟
味
す
る

こ
と
か
ら
は
じ
め
、
次
に
紋
様
や
文
字
に
習
熟
し
、
さ
ら
に
銀
色
や

錯
出
の
鑑
別
に
習
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
結
ん
で
い
る
。
こ
の
よ
う
な
内
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容
と
こ
こ
に
示
さ
れ
た
商
人
の
知
恵
と
は

ま
さ
に
七
十
年
前
の

「
銀
経
費
秘
」
を
ひ
き
つ

い
だ
も
の
で
あ
り

園
録
は
ほ
と
ん
ど

「
護
秘
」
の
も
の
を
ひ
き
篤
し
、

そ
の
形
式
で
種
類
を
増
し
、
解
説

も
ま
た
「
護
秘
」
を
倣
い
こ
れ
を
敷
街
し
た
も
の
に
す
ぎ
な
い
。

こ
と
に
天
師
印
と
天
碓
が
そ
の
ま
ま
闘
示
さ
れ
、
審
園
天
師
印
来
歴

と
い
う
解
説
を
同
文
で
踏
襲
し
て
い
る
こ
と
は
見
逃
せ
な
い
と
こ
ろ

で
あ
ろ
う
。
元
来
幼
稚
な
私
鋳
用
の
器
具
ま
で
圃
解
す
る
こ
と
は
、

員
偶
鑑
別
に
さ
し
て
必
要
な
用
意
で
は
な
く

「
輩
秘
」

、が
さ
ら
に

錐
銀
や
撞
銀
と
い
っ
て
銀
貨
を
切
っ
た
り
詰
め
た
り
す
る
方
法
ま
で

述
べ
て
い
る
の
は

む
し
ろ
費
儒
造
の
作
法
を
数
え
る
も
の
で
あ
っ



「
銀
論
」
も
こ
れ
を
捨
て
去
っ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
さ
す

が
錐
銀
撞
銀
之
法
や
紫
府
太
微
仙
君
功
過
格
な
ど
は
省
い
て
い
る

7こ
カ2

が
、
な
お
襲
儒
造
へ
の
安
協
が
執
劫
に
も
ち
つ
づ
け
ら
れ
て
い
た
こ

と
は
明
瞭
で
あ
る
。
こ
れ
は
商
人
層
が
著
作
に
不
馴
れ
で
奮
套
に
泥

ん
だ
に
す
ぎ
な
い
と
い
い
き
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
こ
の
よ
う
な
便

質
を
必
要
と
す
る
情
勢
の
持
績
と
い
う
他
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

で
は

「
護
秘
」
か
ら

「
銀
論
」
へ
い
た
る
七
十
年
間
に
、
ど
の
よ

う
な
饗
化
を
讃
み
と
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
か
。
洋
銀
の
種
類
が

多
数
に
な
り
、
圏
内
の
嬰
儒
造
ば
か
り
で
な
く
、
圏
外
か
ら
も
饗
構

造
が
流
入
し
て
、
贋
東
商
人
は
こ
れ
に
封
廃
す
る
知
恵
を
い
よ
い
よ

必
要
と
し
て
い
た
と
き
、
ど
の
よ
う
な
意
識
が
成
長
し
て
き
た
も
の

で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
を
示
す
一
例
に
勾
鐘
銀
論
と
い
う
も
の
を
と
り

「
銀
経
費
秘
」

に
は
こ
う
い
っ
て
い
る
。

上
げ
て
み
よ
う
。

「勾
銭
は
叉
、
瓦
筒
迭
と
も
い
い
、
元
来
翼
銀
で
あ
る
が
銀
質
も

紋
様
も
ロ
白
宋
の
洋
銀
に
劣
る
の
で
、
世
人
は
喜
ば
ず
、

一
固
に
つ
き

五
厘
乃
至
五
分
の
値
引
が
相
場
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
。
看
法
は
紋
様

が
大
柄
で
文
字
が
細
い
の
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
文
字
の
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中
に

G
す
な
わ
ち
勾
の
字
が
あ
る
の
で
勾
銭
と
よ
び
習
わ
さ
れ
た
の

で
あ
る
己

看
法
に
つ
い
て
は
さ
ら
に
詳
し
い
記
述
が
あ
る
が
こ
れ
を
略
し

こ
れ
を
「
銀
論
」
で
ど
の
よ
う
に
解
説
し
て
い
る
か
を
み
よ
う
。

「
勾
銭
銀
は
勾
践
園
か
ら
来
た
も
の
で
、
透
欄
は
懐
鼓
と
よ
ば
れ
・

る
。
こ
れ
に
は
大
中
小
の
三
種
が
あ
る
が
高
字
透
と
い
う
透
欄
と
同

形
式
で
あ
る
。
文
字
は
小
形
で
細
く
、
紋
様
の
人
物
像
は
痩
せ
て
髪

が
薄
い
。
勾
字
が
あ
る
の
で
勾
銭
と
い
わ
れ
た
と
い
う
が
、
初
期
は

も
っ
と
も
適
用
し
た
が
、
現
在
は
遁
用
し
な
く
な
っ
て
久
し
い
。
銀

質
が
低
く
相
場
で
取
引
さ
れ
る
。
」

瓦
筒
遺
と
か
懐
鼓
と
か
は

ギ
ザ
ギ
ザ
が
・
(
型
な
の
を
い
う
が
、
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勾
践
固
な
ど
が
出
て
く
る
の
は
成
長
よ
り
後
退
を
、
饗
化
よ
り
固
定

を
示
し
て
い
る
。
商
人
の
知
恵
は
こ
う
い
う
知
識
の
獲
得
に
は
進
ん

で
ゆ
か
な
か
っ
た
。

ャ「ノ。

し
か
し
土
錆
論
と
い
う
も
の
を
ひ

い
て
み
よ

「
護
秘
」
に
は
こ
う
い
っ
て
い
る
。

「
慶
東
省
で
は
紋
銀
が
使
わ
れ
ず
洋
銀
が
遁
用
し
、
銀
質
は
紋
銀

が
十
で
洋
銀
が
九
で
あ
る
の
に
洋
銀
に
プ
レ
ミ
ア
ム
が
つ
く
始
末

で
、
官
吏
が
銀
匠
に
命
じ
紋
銀
に
白
銅
を
加
え
て
九
二
と
し
、
天
師

印
で
紋
様
を
打
出
し
軍
民
に
通
用
さ
せ
た
。
紋
様
は
洋
銀
の
巧
に
及

ば
な
か
っ
た
が
銀
質
が
よ
い
の
で
漸
く
流
遁
し
、
後
に
銀
質
を
八
に

下
げ
た
た
め
遁
用
は
止
ま
っ
て
し
ま
っ
た
よ
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こ
の
記
述
に
封
し
「
銀
論
」

は
次
の
よ
う
に
解
説
し
て
い
る

「
上
鈴
銀
は
乾
隆
年
聞
か
ら
始
ま
っ
た
が
、
首
時
紋
銀
全
盛
で
あ
っ

た
の
に
洋
銀
に
プ

レ
ミ

ア
ム
が
つ
き
、
総
督
は
銀
匠
に
命
じ
九
二
銀

で
洋
銀
を
倣
成
し
て
通
用
さ
せ
た
。
銀
質
は
よ

い
が
紋
様
は
不
出
来

で
、
首
初
は
よ
く
適
用
し
た
が
後
に
射
利
の
従
が
九
二
か
ら
八
五
、

八
と
銀
質
を
落
し
て
混
用
、
鑑
別
し
難
か
っ
た
た
め
通
用
さ
れ
ず

一
専
ら
洋
銀
ば
か
り
流
通
し
、
土
鋳
の
名
は
久
し

い
が
ム
「
日
ほ
と
ん
ど

見
か
け
な
く
な
っ
た
一
土
錯
で
四
工
大
衣
(
カ
ロ
ル
ス
四
世
銀
貨
)

と
い
う
の
は
蘇
州
に
お
こ
っ
た
も
の
で
、

一
割
方
紋
銀
よ
り
有
利
だ

っ
た
の
で
儒
匠
は
こ
の
地
を
目
標
に
放
出
し
た
が
、
大
髄
九
二
の
銀

質
で
土
錨
の
質
は
よ
い
と
の
許
を
得
さ
せ
た
も
の
で
あ
る
。

土
鋳
で

脳間
銀
(
メ

キ
シ
コ
銀
貨
)
と
い
う
の
は
例
山
で
作
ら
れ
た
も
の
で

中
に
は
銀
質
を
落
し
て
八
五
や
入
と
し
た
も
の
も
あ
る
が
、
九
の
も

の
も
あ
り
、
洋
銀
に
比
べ
て
青
黒
く
不
出
来
で
あ
り
、
現
在
は
少
く

な
っ

て
い
る
c

」

こ
の
よ
う
に
身
近
な
事
柄
に
は
七
十
年
の
聞
に
そ
の
聴
明
を
加

ぇ
、
そ
の
必
要
な
来
歴
を
確
め
て
い
る
。

「
銀
論
」
は
「
護
秘
」

の

系
譜
を
{寸り
、
そ
の
枠
の
中
で
商
人
に
必
要
な
取
捨
選
揮
を
行
っ
た

が
、
本
質
的
な
鑓
革
の
な
か
っ
た
こ
と
を
示
じ
て
い
る
と
い
え
る
。

こ
れ
は
こ
と
さ
ら
そ
の
よ
う
な
例
を
と
り
上
げ
た
の
で
は
な
く
、
全

篇
を
通
じ
て
指
摘
で
き
る
と
こ
ろ
で
、
道
光
か
ら
光
緒

へ
か
け
て
の

中
園
の
歩
み
で
は
な
く
底
東
商
人
の
歩
み
を
物
語
っ
て
い
る
も
の
に

他
な
ら
な
い
。
そ
れ
で
は
一
方
、

「
貿
易
尺
脳
最
新
」
か
ら
は
何
が

韻
み
と
れ
る
で
あ
ろ
う
か
。
前
述
の
よ
う
に
わ
ず
か
二
葉
、
そ
れ
も

尺
胞
と
は
伺
ら
関
係
の
な
い
さ
り
げ
な
さ
で
附
加
さ
れ
て

い
る
の
は

伺
を
意
味
す
る
で
あ
ろ
う
か
。
洋
銀
園
は
隠
銀
の
陽
面
園
、
陰
面

園
、
倒
鳥
園
、

三
星
園
の
四
園
を
あ
げ
る
だ
け
で
、

観
法
も
聴
法
も

要
貼
を
述
べ
る
に
止
っ
て
い
る
c

も
っ
と
も
観
法
の
最
後
に
襲
儒
造
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に
つ
い
て
は
一
々
後
に
詳
か
に
し
よ
う
と
い
い
乍
ら
、
こ
れ
に
首
る

記
述
が
な
い
の
は

」
れ
が

別
の
書
物
の
た
め

用
意
さ
れ
た
部
分

か
、
米
完
成
の
書
物
の
こ
の
部
分
だ
け
を
利
用
し
た
の
か
、
今
こ
れ

を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
た
だ
こ
れ
を
尺
脳
に
結
び
つ

け
た
蘇
州
の
害
賠
の
方
針
が
問
題
に
な
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
ま
ず
こ
の
尺
脳
の
観
法
と
聴
法
の
大
要
か
ら
み
て
い
こ

ぅ
。
観
法
に
は
「
自
に
よ
る
鑑
別
は
何
よ
り
細
密
に
紋
様
を
観
察
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
近
来
は
土
錨
が
増
加
し
た
か
ら
こ
れ
を
注
・

意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
贋
州
台
州
で
鋳
出
す
る
も
の

に
は

朝

坤
、
朝
賞
、
朝
楽
の
三
種
が
あ
り

四
明
や
武
林
の
土
鋳
も
一
種
に



止
ら
ず
、
そ
の
銀
色
は
ぼ
け
て
い
る
の
で
市
場
で
は
み
な
値
引
し
て

取
引
し
て
い
る
。
た
だ
上
海
新
鋳
の
も
の
ば
出
来
が
よ
く
、
市
場
で

信
用
さ
れ
て
い
る
。

一
般
に
大
英
、
自
宋
、
花
旗
、
東
洋
な
ど
と
よ

ん
で
い
る
の
は
そ
の
鋳
造
地
の
名
で

い
ず
れ
も
銀
色
は
顎
潔
で
あ

る
。
」
聴
法
に
は
「
目
で
よ
く
見
た
上
は
そ
の
音
を
聴
い
て
目
の
鑑
別

を
た
し
か
め
る
必
要
が
あ
る
。
大
英
銀
は
音
が
清
で
矯
、
琴
聾
の
如

〈
、
呂
宋
銀
は
音
が
朗
で
荷
、
た
ま
に
は
唖
木
も
あ
る
が
そ
の
と
き

は
よ
く
銀
色
紋
様
を
見
て
、
間
違
い
が
な
け
れ
ば
値
引
す
れ
ば
よ
く

銅
と
は
限
ら
な
い
。
銀
色
が
ぼ
け
て
周
透
に
裂
け
目
の
あ
る
の
は
疑

い
な
く
銅
で
あ
る
。
大
英
銀
の
音
が
鈴
の
よ
う
な
の
に
も
銅
の
場
合

が
あ
る
。
」

こ
の
よ
う
な
直
裁
で
簡
明
な
の
は
「
洋
銀
緋
正
」
に
も
み
ら
れ
た

特
色
で
あ
り
、
早
く
蘇
州
方
面
に
お
こ
っ
た
中
園
銀
貨
の
成
功
か
ら

整
備
造
盤
倒
へ
の
商
人
の
自
信
が
反
映
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

「
排
正
」

に
紳
色
、
花
紋
、
底
板
、
花
透
、
聾
音
を
五
要
法
則
と
し

て
い
る
の
を

さ
ら
に
観
聴
二
法
に
要
約
し
、
尺
臆
模
範
文
を
必
要
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と
す
る
人
た
ち
へ
贈
ろ
う
と
い
う
の
で
あ
る
。
す
で
に
「
緋
正
」
の

篇
成
も
鑑
別
法
に
つ
い
て
は
紋
様
を
分
解
し
、
部
分
毎
に
箕
備
の
直

別
を
正
確
に
す
る
方
法
を
と
っ
て
お
り
こ
の
慮
理
の
合
理
性
は
中

園
官
僚
の
方
法
と
繋
が
る
も
の
が
あ
る
。
尺
膿
文
に
結
び
つ
く
契
機

も
こ
れ
を
別
に
し
て
は
考
え
ら
れ
な
い
の
で
、
南
京
上
海
の
周
透
の

商
人
が
官
民
の
官
を
指
向
し
て
い
た
こ
と
を
裏
書
き
す
る
も
の
で

あ
ろ
う
。
私
は
江
漸
商
人
や
江
新
市
場
に
こ
の
時
期
に
成
長
す
る

膏
吏
的
性
格
宏
認
め
、
こ
れ
に
封
し
贋
東
商
人
や
贋
東
市
場
に
は

七
十
二
行
的
性
格
を
考
え
て
見
た
い
と
思
う
。
こ
れ
に
つ
い
て
以
下

若
干
の
考
察
を
加
え
よ
う
。

ま
ず
外
的
要
因
と
し
て
雨
商
人
南
市
場
に
共
通
す
る
も
の
に
、
外

園
貿
易
が
あ
る
。
洋
銀
も
圏
内
の
蓄
積
の
他
は
こ
れ
を
通
じ
て
波
濡
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の
よ
せ
か
え
す
よ
う
に
出
入
し
た
の
で
、
私
は
昭
和
十
年
ア
メ
リ
カ

の
銀
政
策
で
中
園
の
銀
が
奔
流
の
よ
う
に
流
出
す
る
貫
情
を
見
聞

し
、
慶
東
港
が
銀
貨
の
音
に
渦
省
い
て
い
た
の
を
思
い
お
こ
す
と
、

外
園
貿
易
が
圏
内
市
場
へ
興
え
る
刺
戟
は
想
像
外
だ
っ
た
と
思
わ
ざ

る
を
得
な
い
。
そ
し
て
な
が
い
停
統
を
も
っ
資
東
貿
易
が
ほ
と
ん
ど

投
機
貿
易
に
終
始
し
た
の
に
封
し
、
開
港
以
後
の
上
海
貿
易
が
い
わ

ば
計
萱
貿
易
だ
っ
た
こ
と
は
、
商
人
や
市
場
に
興
え
た
影
響
の
相
還

を
、
こ
の
一
黙
に
さ
え
し
ぼ
り
得
る
ほ
ど
で
あ
っ
た
ろ
う
。
し
か
し

貿
易
の
よ
う
に
相
互
を
封
象
と
す
る
行
矯
に
、

力
だ
け
を
篠
件
と
す
る
の
は
、
必
ず
し
も
安
嘗
な
操
作
と
は
思
わ
れ

一
方
的
な
刺
戟
や
盤



な
い
の
で

こ
の
貼
を
よ
り
細
か
に
追
求
す
る
こ
と
は
さ
し
控
え
た
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ぃ
。
か
つ
貿
易
の
性
格
は
、
軍
に
数
量
や
品
種
だ
け
で
は
決
定
さ
れ

る
も
の
で
な
く
、
市
場
と
ヒ
ン
タ
l
ラ
ン
ド
こ
そ
問
題
な
の
だ
か
ら

で
あ
る
。

で
は
贋
東
と
上
海
の
市
場
に
は
ど
の
よ
う
な
理
解
を
も
っ
た
な
ら

ば
よ
い
で
あ
ろ
う
か
。
ま
ず
賢
東
市
場
に
つ
い
て
は
、
嘘
市
に
由
来

す
る
圏
内
市
場
と
市
舶
に
由
来
す
る
外
園
貿
易
の
二
つ
を
直
別
で
き

る
が
、
洋
銀
の
流
通
に
つ
い
て
は
も
ち
ろ
ん
前
者
の
受
容
態
勢
が
課

題
で
あ
る
。
慶
東
は
早
く
か
ら
整
然
と
し
た
衛
星
都
市
を
形
成
し
、

都
市
と
農
村
を
結
ぶ
境
、
遠
隔
地
商
品
の
集
散
を
果
す
市
は
、
典
型

的
と
も
い
え
る
輩
達
を
と
げ
た
地
域
で
あ
る
。
櫨
は
北
方
の
集
と
同

じ
定
期
市
で
、

城
市
の
内
外
を
間
わ
ず
無
数
に
護
生
し
た
の
で
あ

り
、
慶
州
市
内
で
は
同
種
商
品
の
業
者
が
一
定
の
地
匿
に
参
集
す
る

習
慣
は
き
わ
め
て
古
く
ま
で
、
湖
る
こ
と
が
で
き
る
ら
し
い
。
そ
し
て

こ
れ
が
お
そ
ら
く
明
末
、
外
園
貿
易
に
十
三
行
が
結
成
さ
れ
た
の
に

前
後
し
て
七
十
二
行
と
よ
ば
れ
る
よ
う
に
編
成
さ
れ
た
の
で
は
な
い

か
と
思
わ
れ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
私
は
以
前
、
「
庚
東
の
埠
市
」
(
東

亜
論
叢
第
四
輯
)
を
書
い
て
鯛
れ
た
こ
と
一が
あ
る
が
、

七
十
二
行
は

新
し
く
て
か
つ
古
い
組
織
な
の
で
あ
る
。
新
し
い
と
は
自
然
輩
生
的

な
市
場
、
豪
商
支
配
の
構
成
か
ら
数
人
の
商
人
仲
間
で
自
制
的
に
同

業
運
営
へ
踏
み
き
っ
た
も
の
と
想
像
さ
れ
る
ふ
し
の
あ
る
こ
と
、
古

い
と
は
そ
の
よ
う
な
組
合
が
よ
り
大
き
な
資
本
に
吸
収
さ
れ
る
こ
と

な
く

ギ
ル
ド
的
強
制
を
持
績
し
た
こ
と
で
あ
る
。
二
十
世
紀
に
入

っ
て
か
ら
も
慶
東
案
内
書
の
多
く
に

七
十
二
行
の
組
合
名
を
列
翠

し
、
こ
の
奮
式
組
織
が
な
お
慶
州
市
及
び
近
隣
の
経
済
界
を
統
制
し

て
共
和
国
の
政
策
に
ま
で
影
響
力
を
も
つ
こ
と
を
紹
介
し
て
い
る
。

も
っ
と
も
七
十
二
行
的
性
格
を
も
っ
て
賢
東
市
場
や
慶
東
商
人
の

す
べ
て
を
律
し
た
な
ら
ば
、
生
粋
の
慶
東
人
や
十
三
行
商
人
の
噸
笑

。，uau 

を
招
く
か
も
し
れ
な
い
。
与
雅
堂
叢
書
の
伍
氏
、
海
山
仙
館
叢
書
の

溶
氏
は
と
も
に
十
三
行
商
人
だ
し
、
こ
れ
ら
の
多
く
は
官
僚
の
地
位

を
購
い
、
や
が
て
は
地
方
政
治
に
介
入
し
地
方
軍
闘
を
操
っ
た
も
の

で
あ
る
。
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
清
代
中
期
以
後
の
慶
東
一
位
曾
を
象
徴
す

る
も
の
は
七
十
二
行
で
あ
り
、
責
東
経
済
を
支
え
た
も
の
は
か
れ
ら

の
商
魂
だ
っ
た
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

「
銀
論
」
は
こ
の
よ

う
な
商
人
の
知
恵
を
盛
り
こ
ん
で
お
り
、
そ
の
意
識
を
如
買
に
反
映

し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
政
治
的
支
配
に
封
障
し
、
こ
れ
を
い

な
し
た
り
こ
れ
を
ま
る
め
た
り
し
て
商
人
の
利
盆
を
追
う
も
の

し、

わ
ば
属
害
な
精
神
で
あ
っ
た
。



一
方
江
新
市
場
は
、
蘇
州
、
杭
州
、
揚
州
、
鎮
江
な
ど
の
古
い
中

心
都
市
と
新
興
の
上
海
を
も
ち
、
南
京
を
控
え
て
い
る
地
域
を
、
潤

滑
油
の
よ
う
に
経
め
ぐ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
傑
件
を
備
え
て
い
た
。
相

遣
す
る
停
統
や
利
害
一
口
が
常
に
接
鯛
し
、
交
渉
を
も
た
ね
ば
な
ら
な
か

ペコ
Tて二

私
は
先
年
、

北
京
に
お
け
る
同
郷
曾
館
な
ど
を
中
心
に

牒
、
巴
、
州
な
ど
を
寧
位
と
し
た
も
の
は
起
原
も
古
く
明
の
嘉
靖
ご

ろ
ま
で
湖
る
も
の
も
あ
る
が
、
郡
や
省
を
箪
位
と
し
た
も
の
は
多
く

後
に
建
設
さ
れ
、
合
同
館
の
地
方
軍
位
が
大
き
い
ほ
ど
、
官
民
の
官
の

方
へ
近
よ
っ
て
官
僚
の
祉
交
ク
ラ
ブ
と
な
り
、
省
館
の
中
に
は
科
翠

，

受
験
生
を
担
否
す
る
も
の
の
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
こ
と
が
あ
っ
た

(
東
亜
問
題
彩
刊
鵠
東
亜
史
研
究
所
枚
「
曾
館
録
数
種
」
〉
。
そ
の
と

き
都
門
紀
略
な
ど
に
み
え
る
曾
舘
で
、
省
館
を
も
た
な
い
地
方
に
江

蘇
、
湖
北
、
湖
南
な
ど
の
あ
る
こ
と
に
気
付
い
て
、
こ
れ
の
説
明
を

な
し
得
な
か
っ
た
。
も
っ
と
も
貰
際
に
は
省
舘
は
な
く
と
も
、
代
行

で
き
る
中
心
的
な
施
設
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
が
、
北
京
で
全
省
を

一
軍
位
と
し
な
い
で
も
す
む
出
身
官
僚
を
も
っ
た
た
め
か
、
中
央
政

府
と
の
連
絡
を
き
し
て
必
要
と
し
な
い
地
元
の
勢
力
を
示
す
も
の
か

で
あ
っ
た
ろ
う
。
由
来
曾
館
は
地
方
産
業
を
地
盤
と
し
、
地
方
か
ら
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中
央
へ
官
僚
群
を
お
し
出
す
バ
ル
ブ
の
役
目
を
措
っ
た
も
の
で
あ
っ

た
が
、
雨
湖
地
方
人
が
贋
東
人
同
様
属
害
の
諮
問
を
受
け
た
の
も
、
こ

こ
に
何
か
反
映
さ
せ
て
い
る
理
由
が
あ
る
の
で
あ
ろ
う
。
湖
北
湖
南

は
さ
て
お
き

江
蘇
の
賓
情
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か。

ζ

れ
も
江
蘇
出
身
官
僚
の
地
位
や
人
数
を
調
べ
て
結
論
ゃ
つ
け
る
性

質
の
も
の
で
は
な
く
、
曾
館
の
バ
ル
ブ
へ
官
僚
候
補
者
を
還
り
こ
ん

で
く
る
地
元
の
性
格
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
も
の
で
、
高
級
官
僚
に

た
よ
る
こ
と
な
く
濁
自
に
魔
理
で
き
る
能
力
と
そ
の
方
が
有
効
で
有

利
な
こ
と
を
知
っ
て
い
る
知
恵
が
、
そ
の
も
っ
と
も
遁
切
な
答
え
に

な
る
よ
う
で
あ
る
。
こ
れ
こ
そ
膏
吏
的
な
性
質
で
、
下
級
官
僚
の
意
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識
で
あ
る
。
利
害
が
異
り
背
景
や
構
成
を
別
に
す
る
い
く
つ
か
の
中

心
都
市
を
調
節
し
統
合
し
て
ゆ
く
に
は
、
何
よ
り
こ
の
よ
う
な
膏
吏

的
手
腕
を
必
要
と
し
、
そ
れ
な
り
に
合
理
的
な
事
務
能
力
を
附
奥
し

た
も
の
で
あ
ろ
う
。
も
っ
と
も
こ
こ
で
も
膏
吏
的
性
格
を
も
っ
て
江

新
市
場
や
江
新
商
人
の
す
べ

て
を
律
し
た
な
ら
ば
、
生
粋
の
蘇
州
人

や
杭
州
人
の
抗
議
を
う
け
る
か
も
し
れ
な
い
。
政
治
を
白
眼
覗
す
る

高
踏
的
な
隠
遁
趣
味
は
お
家
襲
で
あ
り
、
繊
細
な
風
流
と
優
美
な
文

雅
は
こ
こ
を
淵
叢
と
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
寄

江
新
世
曾
を
支
え
、

江
新
経

生
す
る
文
人
墨
客
を
ひ
き
ず
っ
て
、

慣
を
運
営
し
て
ゆ
〈
階
層
に
は
、
膏
吏
的
気
質
の
成
熟
を
認
め
な
い
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わ
け
に
は
い
か
な
い
。
こ
れ
は
官
界
瀞
泳
、

ひ
い
て
は
園
際
勢
力
の

聞
を
縫
う
方
向
と
自
術
的
な
濁
立
の
姿
勢
を
も
ち
、
統
制
の
維
持
に

つ
と
め
よ
う
と
す
る
方
向
の
、
未
分
化
の
段
階
と
思
わ
れ
る
が

も
か
く
支
配
の
か
げ
で
別
の
世
界
に
と
じ
こ
も
ろ
う
と
い
う
の
で
な

く
、
支
配
に
結
び
つ
き
、
こ
れ
を
自
ら
の
手
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と
い
う
線
を
明
ら
か
に
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
よ

う
な
性
格
は
、
上
海
開
港
後
に
濃
厚
と
な
っ
た
も
の
と
み
ら
れ
、
個

人
的
に
は
跡
づ
け
ら
れ
る
も
の
が
あ
っ
て
も
、

れ
た
と
い
う
。
へ
き
で
あ
ろ
う
。

そ
の
一
般
化
は
お
く

こ
の
よ
う
に
清
代
中
期
以
後
の
動
向
を
、
地
方
差
か
ら
推
し
て
み

る
乙
と
は
必
ず
し
も
無
用
の
業
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。
同
時
期
を

た
だ
宮
廷
を
め
ぐ
る
要
人
の
進
退
や
国
際
闘
係
の
か
け
ひ
き
か
ら

中
央
政
権
の
崩
壊
と
植
民
地
化
の
進
行
ば
か
り
を
課
題
と
し
て
い
て

も
、
民
国
以
後
の
方
向
を
指
さ
す
力
を
探
し
嘗
て
る
こ
と
は
む
つ
か

し
い
。
ま
た
家
産
や
共
同
盟
の
形
態
論
や
制
度
史
か
ら
も
、
動
き
を

と
ら
え
動
き
の
裏
を
察
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
ろ
う
。
む
し
ろ
近
代

国
家
以
前
の
統
一
支
配
が
分
解
し
た
場
合
、
何
が
待
ち
加
つ
け
て
い
た

軍
閥
や
財
閥
を
ど
の
よ
う
に
受
け
い
れ
た
り
育
て
た
り
し
た

TJ> か
、
そ
の
事
買
は
こ
の
よ
う
な
考
察
か
ら
解
明
の
手
が
か
り
が
得
ら

れ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
地
域
の
性
格
は
、
こ
れ

を
代
表
す
る
も
の
が
農
民
に
せ
よ
、
市
民
に
せ
よ
、
こ
れ
が
特
長
づ

と

け
ら
れ
た
場
合
は

必
ず
や
こ
れ
を
お
し
出
し
て
き
た
事
情
が
あ

り
、
他
の
地
域
か
他
の
時
代
か
ら
直
則
さ
れ
る
べ
き
必
要
が
あ
っ
て

の
こ
と
で

こ
れ
を
無
視
し
て
一
概
に
固
定
的
の
も
の
と
す
る
こ
と

は
で
き
な
い
。
あ
る
時
鮎
に
お
け
る
、
あ
る
強
度
と
い
う
の
が
、
歴

史
的
保
件
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
。

こ
の
小
篇
に
扱
っ
た
「
銀
論
」

が
、
十
九
世
紀
は
じ
め
の
意
識
を
そ
の
世
紀
の
終
り
に
も
も
ち
つ
づ

け
て
い
た
こ
と
を
示
す
の
は
、
賢
策
で
も
商
人
層
だ
っ
た
こ
と
を
忘
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れ
て
は
な
ら
な
い
し

「
尺
臆
」
に
結
び
つ
く
銀
貨
園
は
、
蘇
州
で

も
十
九
世
紀
末
に
な
っ
て
出
て
き
た
こ
と
を
見
落
せ
な
い
の
で
あ

る
。
そ
し
て
こ
こ
に
映
し
出
さ
れ
た
南
地
域
の
商
入
居
の
性
格
が
、

清
末
の
事
態
に
無
関
係
で
あ
っ
た
と
は
い
い
き
れ
な
い
と
こ
ろ
で
あ

ろ
h

つ。
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