
m
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自
己
居
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F
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号
。
同
任
。
呂
E
m
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回
、

g
p

nvwF

ロ
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5
p

円
U
U
N

江
戸
田
H
H
n
F

シ
リ
ル
・
パ

l
チ
「
明
代
停
奇
に
闘
す
る
若
干
の
問
題
と
方
法
」

中
園
の
演
劇
は
、
周
知
の
、
通
り
そ
れ
が
歌
劇
で
あ
る
性
質
上
、
使

用
す
る
一
音
楽
の
相
違
に
よ
っ
て
、
北
曲
と
南
曲
の
二
つ
の
系
統
に
大

き
く
分
か
れ
て
い
る
。
ま
た
そ
れ
ら
は
、
前
者
が
元
代
に
、
後
者
が

明
代
に
主
に
流
行
し
た
潟
、

一
般
に
元
曲
(
即
ち
元
の
雑
劇
)
、
明
曲

書

許

-133-
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(
即
ち
明
の
停
奇
)
と
も
呼
ば
れ
て
い
る
が
、
雨
者
は
躍
に
一
音
柴
上

の
相
違
に
と
ど
ま
ら
ず
、
演
劇
形
式
、
使
用
す
る
言
語
、
更
に
は
、

各
々
の
演
劇
内
容
が
持
つ
一
般
的
傾
向
に
至
る
ま
で
、
封
照
的
な
性

格
を
示
し
て
い
る
。
そ
し
て
爾
者
を
比
較
し
て
み
る
時
、
勿
論
個
々

の
作
品
に
よ
る
優
劣
は
有
る
に
せ
よ
、
全
盟
的
に
言
え
ば
、
こ
の
分

野
で
の
草
分
け
的
存
在
で
あ
っ
た
主
園
維
が
既
に
そ
う
で
あ
っ
た
よ

う
に
、
元
雑
劇
を
、
そ
の
緊
密
な
構
成
、
俗
語
を
ふ
ん
だ
ん
に
使
用

し
た
活
殺
な
言
語
、
そ
し
て
主
に
庶
民
的
な
世
界
を
描
い
て
人
間
の

員
に
迫
る
素
朴
で
力
強
い
内
容
に
よ
っ
て
、
中
園
演
劇
の
最
高
峰
と

み
な
す
考
え
方
が
支
配
的
で
あ
っ
た
。

。1ロ
E
R
V
氏
の
こ
の
論
文
は
、

そ
の
よ
う
な
従
来
の
見
解
に

関
し
て
、
明
代
停
奇
を
も
う
一
度
検
討
し
直
し
、
そ
こ
に
新
た
な
評

債
を
試
み
よ
う
と
い
う
意
圃
の
下
に
書
か
れ
て
い
る
。
そ
の
矯
に
、

氏
は
「
青
杉
記
」
「
鳴
鳳
記
」
「
還
魂
記
」
と
い
う
、
各
々
性
格
の
異

な
る
三
つ
の
作
品
を
扱
わ
れ
、
こ
れ
ら
の
作
品
を
、
あ
く
ま
で
も
レ

ー
ゼ
ド
ラ
マ
と
し
て
請
む
こ
と
を
前
提
と
さ
れ
た
上
で
、
各
々
の
内

容
に
即
し
て
、
か
な
り
細
か
い
検
討
を
施
さ
れ
た
。
こ
の
書
評
で
は
、

各
々
の
内
容
に
つ
い
て
の
個
別
的
な
見
解
に
劃
し
て
言
及
す
る
こ
と

は
避
け
、
そ
こ
か
ら
窺
わ
れ
る
氏
の
明
代
停
奇
に
封
す
る
位
置
づ
け

方
に
つ
い
て
、
簡
単
に
一
井
者
の
意
見
を
述
べ
て
み
た
い
。

氏
は
こ
の
論
文
の
中
で
、
主
に
二
つ
の
方
法
に
よ
っ
て
作
品
を
分

析
さ
れ
て
い
る
。

先
ず
第
一
は
、
明
代
に
護
展
を
遼
げ
た
小
説
と
の
関
連
に
よ
っ
て

戯
曲
を
考
え
る
や
り
方
で
あ
る
。
氏
が
侍
奇
形
式
の
新
し
い
貢
献
と

し
て
翠
げ
ら
れ
た
三
つ
の
貼
、
即
ち
、
自
然
主
義
的
な
描
寓
の
細
か

さ
、
多
数
の
役
柄
聞
に
於
け
る
相
互
作
用
、
そ
し
て
全
韓
的
に
よ
り

複
雑
な
構
造
、
こ
れ
ら
は
み
な
、
従
来
停
奇
形
式
の
依
貼
と
さ
れ
て
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き
た
冗
漫
さ
や
雑
駁
さ
を
、
賓
は
言
い
直
し
た
も
の
に
過
ぎ
な
い
。

同
じ
も
の
を
、
描
潟
の
細
か
さ
、
複
雑
な
構
造
と
見
る
か
、
或
い
は
、

単
な
る
冗
漫
雑
駁
と
見
る
か
は
、
こ
の
場
合
覗
貼
の
相
違
に
よ
る
。

氏
は
、
従
来
娘
貼
と
さ
れ
て
き
た
も
の
を
、
新
た
に
長
所
へ
と
轄
化

さ
せ
た
の
で
あ
り
、
そ
の
震
に
小
説
と
い
う
別
の
覗
貼
が
導
入
さ
れ

て
い
る
の
で
あ
る
。

即
ち
、
小
説
の
目
的
は
、
生
活
を
日
常
的
な
側
面
か
ら
描
く
こ
と

で
あ
り
、
従
っ
て
、
そ
こ
で
は
繁
雑
な
舎
話
等
の
持
つ
日
常
性
の
描

潟
が
重
要
な
役
割
を
果
す
こ
と
、
演
劇
が
主
に
少
数
の
登
場
人
物
の



葛
藤
を
描
く
の
に
封
し
て
、
小
説
で
は
、
よ
り
多
数
の
人
間
達
が
織

り
成
す
世
界
が
設
定
さ
れ
る
こ
と
、
そ
し
て
、
こ
れ
ら
小
説
の
特
徴

が
、
賓
は
明
代
惇
奇
に
見
ら
れ
る
そ
れ
と
一
致
す
る
も
の
で
あ
る
こ

と
が
、
賓
例
を
伴
い
つ
つ
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
停
奇
に
頻
々

見
ら
れ
る
駄
酒
落
や
謎
々
の
言
語
遊
戯
的
性
格
、

一
つ
の
具
瞳
的
な

「
物
」
に
物
語
全
韓
を
象
徴
さ
せ
る
手
法
、
(
例
え
ば
、

「
青
杉
記
」
で

は
、
白
端
末
天
の
主
円
杉
を
め
ぐ
っ
て
物
語
が
展
開
す
る
。
)
、
或
い
は
、

副
次

的
な
エ
ピ
ソ
ー
ド
の
挿
入
等
も
、
や
は
り
小
説
と
共
通
の
性
格
で
あ

っ
て
、
こ
の
よ
う
に
し
て
形
遣
ら
れ
た
惇
奇
の
複
雑
な
構
造
こ
そ
、

元
雑
劇
の
車
純
な
構
造
的
統
一
に
取
っ
て
代
る
べ
き
新
し
い
文
皐
的

建
造
物
で
あ
る
と
い
う
の
が
、
氏
の
主
張
の
骨
子
で
あ
る
。

明
代
の
停
奇
が
小
説
と
の
類
似
性
を
示
す
と
い
う
氏
の
指
摘
は
認

め
ら
れ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
但
し
、
そ
の
扱
い
方
に
つ
い
て
は
、
な

お
議
論
の
品
跡
地
が
有
る
も
の
と
思
う
。

氏
が
、
小
説
の
特
徴
、
従
っ
て
ま
た
元
雑
劇
に
劃
し
て
明
代
停
奇

が
持
つ
特
徴
、
と
し
て
事
げ
ら
れ
た
諸
貼
、
中
で
も
、
複
雑
な
構
造
、

描
寓
の
細
か
さ
、
多
数
の
登
場
人
物
、
お
喋
り
や
駄
酒
落
、
挿
話
の

使
用
等
は
、
そ
れ
ら
が
生
じ
た
原
因
と
し
て
、
少
な
く
と
も
表
面
的

書

許

に
は
、
停
奇
が
雑
劇
に
比
べ
て
格
段
の
長
さ
を
持
つ
と
い
う
事
賞
に

負
う
所
が
、
非
常
に
大
き
い
と
考
え
ら
れ
る
。
従
っ
て
、
こ
れ
ら
の

貼
に
つ
い
て
は
、
果
し
て
ど
こ
ま
で
が
量
的
な
相
違
で
、
ど
こ
か
ら

が
質
的
な
相
違
な
の
か
を
見
定
め
る
こ
と
は
難
し
い
問
題
で
あ
る
。

ま
た
例
え
ば
、
登
場
人
物
の
多
寡
に
よ
っ
て
、
小
説
と
戯
曲
を
分

け
よ
う
と
す
る
見
解
は
、
量
的
な
相
違
が
、
副
ち
質
的
な
相
違
に
つ

な
が
る
と
い
う
考
え
方
を
、
そ
の
背
景
に
持
つ
で
あ
ろ
う
が
、
こ
の

よ
う
な
医
分
法
に
は
、

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
「
詩
事
」
に
於
け
る
悲

劇
と
紋
事
詩
以
来
の
西
洋
の
停
統
的
ジ
ャ
ン
ル
観
が
投
影
し
て
い
る
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ょ
う
で
、
興
味
と
同
時
に
不
安
を
感
じ
た
。
確
か
に
、
西
洋
に
於
て

は
、
ギ
リ
シ
ャ
の
昔
よ
り
、
演
劇
と
は
、
比
較
的
短
時
間
の
中
で
、

軍
一
の
事
件
を
緊
密
な
構
成
の
下
に
描
く
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
。

し
か
し
、
西
洋
の
演
劇
が
そ
う
だ
か
ら
と
言
っ
て
、
演
劇
と
い
う
も

の
が
本
質
的
に
そ
う
い
う
も
の
な
の
か
ど
う
か
は
、
慎
重
に
吟
味
し

て
み
る
必
要
が
あ
る
よ
う
に
思
う
。

国
町
n
F
氏
の
用
い
ら
れ
た
も
う
一
つ
の
方
法
は
、
明
代
惇
奇
こ
そ
)

作
者
、
或
い
は
嘗
時
の
人
々
の
心
情
を
最
も
率
直
に
表
現
し
た
文
皐

で
あ
る
と
い
う
覗
駐
に
立
っ
て
、
論
を
進
め
る
や
り
方
で
あ
る
。
氏
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は
、
そ
の
痛
に
先
ず
、
民
園
の
撃
者
呉
梅
が
「
曲
海
綿
目
提
要
」
に

寄
せ
た
序
文
の
一
部
を
引
用
さ
れ
た
上
、
「
鳴
鳳
記
」
と
「
還
魂
記
」

の
二
つ
の
作
品
が
、
呉
梅
の
こ
の
「
大
臆
な
テ
l

ゼ
」
を
顧
誼
す
る

で
あ
ろ
う
と
述
べ
て
お
ら
れ
る
。
引
用
さ
れ
た
呉
栴
の
序
は
次
の
、
通

り
で
あ
る
。

余
嘗
て
謂
え
ら
く
、
古
今
の
文
字
は
濁
り
停
奇
を
最
も
員
率
と
潟

す
。
作
者
心
中
の
組
結
に
就
き
て
、
護
し
て
詞
華
と
烏
し
、
初
め

よ
り
蔵
山
停
人
の
思
無
く
、
亦
科
第
利
株
の
見
な
し
。
心
に
稿
い

て
出
で
、
還
に
千
古
の
至
文
と
昂
る
。

「
科
第
利
旅
の
見
な
し
」

「
呉
梅
は
明
ら
か
に
こ
こ
で
、
元
雑
劇
が
科
事
の
準
備
の
痛
に
室
田
か

れ
た
と
い
う
古
い
言
い
停
え
を
念
頭
に
置
い
て
い
る
。
」

氏
は
、

の
箇
所
に
つ
い
て
、

こ
の
中
の

と
い
う
注

を
施
さ
れ
、
呉
栴
の
意
圃
が
、
元
雑
劇
よ
り
も
明
の
停
奇
の
方
が
、

よ
り
「
員
率
」
で
あ
る
こ
と
を
主
張
す
る
黙
に
あ
っ
た
と
理
解
さ
れ

た
よ
う
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
氏
の
あ
や
ま
り
で
あ
る
。

停
奇
と
い
う
言
葉
は
、

一
般
に
は
、
唐
代
の
短
篇
小
説
及
び
明
清

の
長
篇
戯
曲
を
指
す
の
が
普
通
で
あ
る
が
、
そ
の
本
義
は
、
要
す
る

に
珍
し
い
話
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
て
、
宋
元
の
戯
曲
を
も
こ
の
名
に

よ
っ
て
呼
ぶ
場
合
は
往
々
に
し
て
あ
る
。

(
例
え
ば
、
「
中
原
一
耳
目
韻
」
で

は
、
雑
劇
を
俸
奇
と
稽
し
て
い
る
。
)
呉
梅
は
こ
こ
で
、
停
奇
と
い
う
言

葉
を
、
お
よ
そ
戯
曲
一
般
と
い
う
意
味
で
使
用
し
て
い
る
の
で
あ
り
、

「
曲
海
綿
目
提
要
」
と
い
う
、
そ
の
内
容
に
元
雑
劇
に
つ
い
て
の
言

及
を
多
く
含
む
書
物
の
性
質
か
ら
考
え
て
も
、
こ
の
序
文
が
、
氏
の

理
解
さ
れ
る
よ
う
に
、
元
雑
劇
に
劃
す
る
明
代
俸
奇
の
優
位
を
説
い

た
も
の
で
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
ま
た
、
呉
梅

自
身
が
別
の
個
所
で
、

余
嘗
て
謂
え
ら
く
、
天
下
の
文
字
は
惟
曲
を
最
も
員
と
局
す
。
利
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様
の
見
の
胸
庇
に
存
す
る
無
き
を
以
つ
て
な
り
。
(
呉
梅
「
中
園
厳

曲
概
論
」
一
、
金
元
総
論
。
傍
瓢
評
者
)

と
、
同
じ
主
張
を
、
停
奇
を
曲
と
言
い
直
し
て
述
べ
て
い
る
こ
と
か

ら
も
察
せ
ら
れ
る
。
要
す
る
に
、
こ
の
呉
梅
の
見
解
は
、
王
園
維
が
、

元
曲
の
佳
慮
は
い
ず
く
に
在
り
や
。

一
言
以
っ
て
こ
れ
を
蔽
わ
ば
、

日
く
自
然
の
み
。

中
略
ー
そ
の
劇
を
作
る
や
、
こ
れ
を
名
山
に

蔵
し
、
こ
れ
を
其
の
人
に
停
え
ん
と
す
る
の
意
有
る
に
非
ざ
る
な

り
。
(
「
宋
元
戯
曲
史
」
、
十
二
、
元
劇
之
文
章
)

と
言
う
の
と
同
じ
趣
旨
で
あ
り
、
決
し
て
、
氏
が
考
え
ら
れ
る
よ
う



な
「
大
謄
な
テ
l

ゼ
」
で
は
な
い
。

更
に
、
評
者
の
考
え
を
以
っ
て
す
れ
ば
、

一
般
に
、
個
々
の
文
亭

作
品
で
は
な
く
、

一
つ
の
文
事
ジ
ャ
ン
ル
に
つ
い
て
、
そ
れ
が
ど
れ

程
作
者
の
心
情
を
よ
く
表
し
て
い
る
か
を
考
え
る
こ
と
自
盟
、
あ
ま

り
意
味
が
あ
る
と
は
思
え
な
い
。
問
題
は
、
あ
る
ジ
ャ
ン
ル
が
他
の

ジ
ャ
ン
ル
に
比
べ
て
、
ど
れ
だ
け
員
率
で
、
ど
れ
だ
け
人
々
の
心
を

反
映
し
て
い
る
か
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、
各
々
の
文
拳
ジ
ャ
ン
ル
が
、

各
々
の
時
代
の
ど
の
よ
う
な
人
々
の
心
情
を
代
静
し
て
い
る
の
か
と

い
う
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
の
よ
う
な
劃
酷
か
ら
見
る
な
ら

ば
、
明
の
停
奇
は
明
ら
か
に
土
大
夫
の
文
撃
で
あ
る
。

そ
し
て
、
こ

の
論
文
で
は
、
こ
の
「
土
大
夫
の
文
撃
と
し
て
の
停
奇
」
と
い
う
覗

貼
が
、
完
全
に
依
落
し
て
い
る
。
し
か
し
、
明
代
停
奇
と
い
う
ジ
ャ

ン
ル
を
、
小
説
や
元
雑
劇
等
の
他
の
ジ
ャ
ン
ル
と
の
比
較
に
於
い
て
、

或
い
は
、
そ
の
祉
曾
的
時
代
的
背
景
に
於
い
て
捉
え
よ
う
と
す
る
な

ら
ば
、
こ
の
黙
は
看
過
さ
れ
る
べ
き
で
な
か
っ
た
。

明
代
の
よ
う
に
俗
文
事
が
大
き
な
護
展
を
遼
げ
た
時
代
に
あ
っ
て

は
、
例
え
ば
、
戯
曲
と
小
説
を
同
列
に
置
い
て
考
え
る
こ
と
さ
え
、

あ
る
意
味
で
安
嘗
と
は
言
え
な
い
。
少
な
く
と
も
、
明
代
の
土
大
夫

書

評

に
と
っ
て
、
戯
曲
は
、
小
説
と
比
べ
て
、

一
段
と
高
級
な
文
挙
で
あ

る
と
意
識
さ
れ
て
い
た
は
ず
だ
か
ら
で
あ
る
。
小
説
と
停
奇
の
類
似

性
と
い
う
先
の
問
題
に
つ
い
て
も
、
こ
の
よ
う
な
雨
者
の
相
封
的
位

置
が
一
麿
配
慮
さ
れ
る
べ
き
で
あ
っ
た
と
思
う
。

以
上
、
明
代
俸
奇
の
全
瞳
的
把
握
を
め
ぐ
る
回
円
島
氏
の
考
え
方

に
劃
し
て
、
評
者
の
意
見
を
あ
ら
ま
し
述
べ
て
み
た
。
氏
の
論
文
に

は
、
そ
の
他
に
も
、
個
々
の
作
品
に
劃
す
る
具
瞳
的
な
分
析
が
含
ま

れ
、
中
に
は
、

「
還
魂
記
」
に
於
け
る
情
と
理
の
針
立
に
つ
い
て
の

鋭
い
見
解
等
、
興
味
深
い
貼
が
多
々
有
っ
た
が
、
そ
れ
ら
に
つ
い
て
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鰯
れ
る
徐
裕
は
も
は
や
な
い
。

た
だ
、
全
韓
と
し
て
、
明
代
の
停
奇

を
、
具
瞳
的
な
作
品
に
即
し
な
が
ら
、
も
う
一
度
見
直
そ
う
と
す
る

氏
の
意
固
に
は
共
感
を
費
え
た
こ
と
を
最
後
に
記
し
て
お
く
。
賓
際
、

停
奇
だ
け
で
は
な
く
、
そ
の
背
景
と
な
る
明
と
い
う
時
代
に
封
す
る

興
味
は
、
も
う
少
し
正
嘗
な
地
位
を
獲
得
し
て
も
よ
い
の
で
は
な
い

か
と
思
わ
れ
た
。

(
京
都
大
事

金

文
京
)




