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申

‘０
　
載
爽
家

迢新
争

ア
メ
ー
カ
の
東
洋
學
＜
界
に
つ
き

が
皿
気
五
輿
競

　

昭
和
二
十
二
年
四
月
登
行

石

　

演

　

純

　

太

　

郎

　

長
昌
争
の
間
大
悪
孤
立
し
て
戦
っ
て
ゐ
た
か
ら
、
各
國
の
東
洋
學
界
の
情
信
は
殆
ん
ど
我
等
。
に
ぱ
分
に
た
く
た
っ
て
し
ま
っ

た
。
こ
こ
こ
米
國
軍
０
我
國
進
駐
と
な
１
つ
だ
の
で
、
米
偏
の
東
洋
學
を
少
し
く
顧
て
み
よ
う
と
思
ふ
０
で
あ
る
が
、
自
分
に
ぽ
參
考

に
た
る
も
の
が
手
元
に
た
い
。
そ
こ
で
先
づ
５
'
つ
で
も
最
初
に
津
よ
問
ふ
０
書
と
し
て
ゐ
る
杜
村
石
田
幹
之
助
先
生
０
「
欧
人
０
支

那
研
究
」
（
現
代
史
學
大
系
第
八
巻
。
昭
和
七
年
東
京
刊
）
を
見
る
と
、
巻
尾
二
六
二
頁
に
ダ
ウ
ト
リ
ッ
チ
、
ラ
１
　
ウ
レ
ッ
ト
、
ヵ

ア
タ
ア
、
マ
ア
チ
な
ど
を
挙
げ
て
あ
っ
た
が
、
皆
之
等
を
見
る
を
得
た
い
。
尤
も
ラ
ト
ウ
レ
ッ
ト
の
一
文
（
Ｋ
.
　
　
　
Ｓ
｡
　
　
　
Ｌ
ａ
ｔ
ｏ
ｕ
ｒ
ａ
.
ｔ
ｅ
＾

Ａ
ｍ
ｅ
ｒ
ｉ
ｃ
ａ
ｎ
　
Ｓ
ｃ
ｈ
ｏ
ｌ
ａ
ｒ
ｓ
ｈ
ｉ
ｐ
　
ａ
ｎ
ｄ
　
Ｃ
ｈ
ｉ
ｎ
ｅ
ｓ
ｅ
　
H
i
ｓ
ｔ
ｏ
ｒ
ｙ
.
　
Ｊ
ｏ
ｕ
ｒ
ｎ
ａ
ｌ
　
ｏ
ｆ
　
ｔ
ｈ
.
ｅ
　
Ａ
ｍ
ｅ
ｒ
ｉ
ｃ
ａ
ｎ
　
Ｏ
ｒ
ｉ
ｅ
ｎ
ｔ
ａ
ｌ
　
Ｓ
ｏ
ｃ
ｉ
ｅ
t
ｙ
　
　
＼
'
ｏ
】
｡
　
３
８
｡
　
Ｐ
ａ
ｒ
ｔ
　
２
｡
　
Ａ
ｐ
ｒ
ｉ
ｌ

１
９
１
８
）
吐
見
る
を
得
た
が
い
杜
村
先
生
挙
示
の
も
０
よ
り
古
い
か
ら
ど
う
か
と
思
は
れ
る
。
次
に
同
じ
く
先
生
０
「
欧
米
に
於
け
る

支
那
研
究
」
（
昭
和
十
七
年
東
京
刊
）
を
見
る
と
、
到
る
處
に
米
國
０
中
國
研
究
０
情
態
が
辿
べ
て
あ
っ
て
大
に
敦
へ
ら
れ
た
。
然

し
考
へ
て
見
る
と
我
國
で
云
ふ
東
洋
學
は
主
と
し
て
中
國
中
心
に
見
た
も
の
で
あ
る
が
、
欧
米
の
云
ふ
東
洋
學
は
西
南
ア
ジ
ア
地
方
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を
大
宗
と
し
て
ゐ
る
か
ら
、
今
度
は
平
凡
社
ｏ
「
世
界
歴
史
大
系
」
を
一
閲
し
て
み
た
。
第
一
巻
の
「
史
前
史
」
（
昭
和
九
年
東
京
刊
）

に
も
、
第
十
四
巷
「
西
洋
古
代
史
」
第
一
篇
（
昭
和
八
年
東
京
刊
）
に
も
研
究
調
査
の
記
事
の
少
い
の
は
、
通
史
の
顛
裁
め
致
す
所

だ
が
、
第
二
巻
「
東
洋
考
古
學
」
（
昭
和
九
年
東
京
刊
）
に
は
文
献
も
畢
げ
て
各
國
の
調
査
研
究
を
注
べ
て
あ
っ
た
。
ヒ
ル
プ
レ
ヒ
ト

の
著
は
見
る
を
得
な
い
が
、
同
じ
様
な
標
題
を
持
つ
ブ
ゼ
ス
ク
ル
の
「
古
代
史
地
方
ｏ
十
九
世
紀
及
び
二
十
世
紀
初
頭
ｏ
我
見
」

（
Ｖ
.
　
Ｌ
.
　
Ｂ
ｕ
ｚ
ｅ
ｓ
ｋ
ｕ
l
:
　
Ｏ
ｔ
ｋ
ｒ
ｙ
t
ｉ
ｊ
ａ
　
Ｘ
Ｉ
Ｘ
　
i
　
　
ｎ
ａ
ｃ
ａ
ｌ
ａ
　
Ｘ
Ｘ
　
ｖ
ｅ
ｋ
ａ
.
　
ｖ
　
ｏ
ｂ
ｌ
ａ
ｓ
ｔ
i
　
i
ｓ
ｔ
ｏ
ｒ
i
i
　
ｄ
ｒ
ｅ
ｖ
ｎ
ｅ
ｇ
ｏ
　
m
i
p
a
.
　
Ｉ
.
　
Ｖ
ｏ
ｓ
ｔ
ｏ
ｋ
.
　
　
Ｐ
ｅ
ｔ
ｅ
ｒ
ｂ
ｕ
ｒ
ｇ
｡
　
１
９
２
３
）

を
偶
々
検
す
る
を
得
た
。
「
ニ
ッ
ー
プ
ウ
ル
に
於
け
る
ア
メ
リ
カ
人
の
我
見
」
だ
ど
の
章
は
あ
っ
て
も
ゴ
几
来
國
別
ｏ
も
ｏ
で
な
い
か

ら
簡
単
に
ア
メ
リ
カ
ｏ
み
を
概
観
す
る
わ
け
に
は
い
か
た
い
。
そ
Ｑ
Ｓ
か
ら
云
へ
ぱ
簡
１
　
過
ぎ
る
と
し
て
も
シ
ュ
ミ
ッ
ト
ｏ
講
演

（
Ｎ
ａ
ｔ
ｈ
ａ
ｎ
ｉ
ｅ
ｌ
　
Ｓ
ｃ
ｈ
ｍ
ｉ
ｄ
ｔ
:
　
Ｅ
ａ
ｒ
ｌ
ｙ
　
Ｏ
ｒ
;
ｅ
ｎ
ｔ
a
l
　
Ｓ
ｔ
乱
i
e
ｓ
　
i
n
　
Ｅ
ｕ
ｒ
ｏ
ｐ
ｅ
　
ａ
ｎ
ｄ
　
ｔ
ｈ
ｅ
　
W
o
ｒ
ｋ
　
ｏ
ｆ
　
ｔ
ｈ
ｅ
　
Ａ
ｍ
ｅ
ｒ
ｉ
ｃ
ａ
ｎ
　
Ｏ
ｒ
ｉ
ｅ
ｎ
ｔ
a
l
　
Ｓ
ｏ
ｃ
ｉ
ｅ
ｔ
ｙ
｡
　
１
８
４
２
－

１
９
２
２
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Ｊ
Ａ
Ｏ
Ｓ
｡
　
ｖ
o
l
.
　
４
３
｡
　
Ｐ
ａ
ｉ
-
二
｡
　
１
９
２
３
）
は
大
観
す
る
に
い
い
。
ア
メ
リ
カ
東
洋
學
界
の
母
値
と
見
て
い
い
の
で
あ
る
か
ら
。
肯

ほ
か
か
る
ア
タ
リ
カ
東
洋
學
竹
ｏ
大
會
に
於
け
る
座
長
講
演
（
Ｐ
ｒ
ｅ
ｓ
ｉ
ｄ
ｅ
ｎ
ｔ
ｉ
ａ
ｌ
　
Ａ
ｄ
ｄ
ｒ
ｅ
ｓ
ｓ
）
を
二
つ
三
つ
見
る
を
得
た
か
ら
、
・
上
記
ｏ

書
に
そ
れ
等
を
読
ん
で
併
せ
得
た
所
感
を
書
い
て
み
た
い
。
そ
れ
等
の
講
演
は
次
の
通
り
で
あ
る
。
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Ｏ
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・
Ｎ
・
応
Ｚ
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元
来
ア
メ
リ
カ
合
衆
國
は
新
し
い
國
家
で
あ
っ
て
、
そ
の
組
國
は
奮
欧
洲
だ
０
で
あ
る
か
ら
、
領
家
と
し
て
の
目
畳
ま
し
い
登
展

は
驚
く
べ
き
も
の
が
あ
っ
て
も
、
何
か
の
傅
統
を
求
め
る
と
す
る
と
、
そ
れ
は
荊
欧
洲
の
傅
統
を
紹
注
し
て
ゐ
る
の
は
営
然
で
あ

る
・
だ
か
ら
東
洋
學
の
傅
統
も
固
り
欧
洲
を
承
け
て
ゐ
る
。
ア
メ
リ
カ
に
軋
洋
學
が
創
建
さ
れ
た
時
は
欧
洲
。
に
學
會
が
創
立
き
れ
た

時
で
、
早
速
に
こ
れ
に
傲
つ
て
ア
メ
リ
カ
東
洋
學
會
を
創
立
し
た
ん
だ
が
、
其
國
に
傅
教
が
あ
る
０
で
な
い
か
ら
、
一
八
二
二
年
Ｏ

フ
ー
フ
ン
ス
ｏ
ア
ジ
ア
學
會
（
Ｓ
ｏ
ｃ
ｉ
ｅ
ｔ
ｅ
　
Ａ
ｓ
i
a
ｔ
i
ｑ
ｕ
ｅ
）
’
一
八
二
三
年
イ
ギ
リ
ス
の
王
立
ア
ジ
ア
學
會
（
Ｒ
ｏ
ｙ
a
l
　
Ａ
ｓ
i
a
ｔ
i
c
　
Ｓ
ｏ
ｃ
ｉ
ｅ
ｔ
ｙ
）
　
＾
つ

い
で
】
八
四
二
年
に
創
建
し
、
一
八
四
四
年
ｏ
ド
イ
ツ
の
東
洋
學
會
(

^ Ｕ
ｅ
ｕ
ｔ
ｓ
ｃ
ｈ
ｅ
　
M
o
ｒ
ｇ
ｅ
ｎ
ｌ
ａ
ｎ
ｄ
ｉ
ｓ
ｃ
.
ｈ
ｅ
　
Ｕ
ｅ
ｓ
e
l
l
ｓ
ｃ
ｈ
ａ
ｆ
ｔ
）
に
。
は
先
立

つ
七
居
り
、
既
に
近
代
ア
メ
リ
カ
様
式
を
慄
見
せ
し
め
て
ゐ
る
様
だ
。
叉
営
時
０
欧
洲
學
風
を
承
け
て
サ
ダ
ス
ク
リ
″
ト
と
セ
ム
語

族
の
研
究
が
中
心
を
な
し
た
様
で
あ
る
。
常
時
０
ア
メ
リ
カ
と
し
て
は
セ
ム
語
族
核
宗
教
上
の
開
係
も
あ
ら
う
が
、
梵
語
は
何
等
Ｏ

世
訃
的
因
鼠
は
な
か
ら
う
か
ら
、
仝
ぐ
欧
洲
傅
統
の
紹
毬
に
外
な
ら
な
い
。
其
後
と
雖
も
學
者
の
留
學
は
欧
洲
へ
で
あ
り
、
靴
掩
Ｏ

招
聘
は
固
り
欧
洲
か
ら
で
あ
る
か
ら
ヽ
仝
り
欧
洲
傅
統
０
移
入
で
あ
つ
た
"
　
≪
J
う
し
て
。
何
も
か
も
の
雑
然
た
る
移
入
を
以
て
豊
富
に

な
っ
て
行
っ
た
。
固
り
本
國
に
於
て
も
ホ
イ
ッ
ト
｝
一
イ
（
W
i
l
l
i
a
m
　
Ｕ
.
　
Ｗ
ｈ
ｉ
ｔ
ｎ
ｅ
ｙ
）
の
如
き
天
才
學
者
の
。
後
を
承
く
る
幾
多
の
俊
才

が
印
度
語
學
印
度
文
學
の
み
た
ら
す
、
延
い
て
’
ペ
ル
シ
ア
の
語
學
文
學
ま
で
及
ん
だ
し
、
セ
ム
語
族
の
諸
方
面
も
亦
廣
く
開
拓
さ
れ

て
行
っ
た
。
學
會
各
専
門
分
科
が
績
々
々
踪
立
さ
れ
た
。
一
八
六
九
年
に
ホ
イ
ッ
ト
ユ
イ
自
身
が
言
語
學
會
（
Ａ
ｍ
ｅ
ｒ
ｉ
ｃ
ａ
ｎ
　
Ｐ
ｈ
ｉ
ｌ
ｏ
-

ｌ
ｏ
ｇ
ｉ
ｃ
ａ
ｌ
　
Ａ
ｓ
ｓ
ｏ
ｃ
ｉ
ａ
ｔ
ｉ
ｏ
ｎ
）
を
立
て
た
の
を
初
め
と
し
て
・
い
考
古
學
會
(
"
Ａ
ｒ
ｃ
ｈ
ａ
ｅ
ｏ
ｌ
ｏ
ｇ
ｉ
ｃ
ａ
ｌ
　
Ｉ
ｎ
ｓ
ｔ
i
ｔ
ｕ
t
ｅ
　
ｏ
ｆ

"
Ａ
ｍ
ｅ
ｒ
ｉ
ｃ
ａ
）
は
一
八
七
九
年
に

聖
書
學
會
（
Ｓ
ｏ
ｃ
ｉ
ｅ
ｔ
ｙ
　
ｆ
ｏ
ｒ
　
Ｂ
ｉ
ｂ
ｌ
ｉ
ｃ
ａ
ｌ
　
L
i
ｔ
ｅ
ｒ
ａ
ｔ
ｕ
ｒ
ｅ
　
ａ
乱
Ｅ
ｘ
ｅ
ｇ
ｅ
ｓ
i
ｓ
）
は
一
八
八
〇
年
に
、
歴
史
學
會
（
Ａ
ｍ
ｅ
ｒ
ｉ
ｃ
ａ
ｎ
　
H
i
ｓ
ｔ
ｏ
ｒ
ｉ
ｃ
ａ
ｌ
　
Ａ
ｓ
ｓ
ｏ
-

ｃ
ｉ
ａ
ｔ
ｉ
ｏ
ｎ
）
は
一
八
八
四
年
に
と
出
来
て
行
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
研
究
所
も
い
く
つ
も
出
来
て
行
っ
た
。
た
だ
注
意
す
べ
き
は
建
國
Ｏ

-
３

-
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初
期
に
は
有
力
で
あ
っ
た
英
佛
の
傅
統
も
政
治
情
勢
０
嶮
遷
と
共
に
ド
イ
ツ
の
學
術
が
漸
次
勢
力
を
持
つ
に
至
っ
た
事
で
あ
ら
う
。

能
率
を
向
ぶ
國
風
は
ド
イ
ツ
の
科
學
的
研
究
法
を
支
持
し
之
に
刺
戟
さ
れ
た
も
０
で
あ
ら
う
。
然
し
こ
れ
亦
欧
洲
０
傅
読
に
外
な
ら

た
い
。

　

研
究
設
備
が
揃
っ
て
く
る
と
資
料
蒐
集
ｏ
埓
め
諸
方
へ
探
桧
除
が
派
遣
さ
れ
る
や
う
に
た
っ
た
。
こ
れ
も
欧
洲
ｏ
傅
統
を
つ
い

で
、
指
く
新
我
見
で
學
界
を
瞳
目
せ
し
め
つ
つ
あ
っ
た
西
南
ア
ジ
ア
地
方
ア
ッ
シ
リ
ア
ー
バ
ビ
ｒ
一
ア
の
故
地
に
着
目
し
た
の
で
あ

っ
た
。
注
意
し
て
も
い
い
と
思
は
れ
ろ
の
は
、
以
前
の
東
洋
學
は
印
度
ｏ
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
に
し
て
も
、
セ
ム
語
族
ｏ
フ
フ
ビ
ア
語

へ
才
フ
イ
語
等
に
し
て
も
、
そ
の
子
孫
一
心
近
世
語
が
存
在
し
て
ゐ
る
の
で
、
古
代
・
１
　
で
あ
っ
て
も
研
究
の
手
掛
り
ｏ
た
い
も
の
で
は

゜
な
い
の
で
あ
っ
た
が
、
ア
ッ
シ
リ
ア
ー
バ
ビ
フ
ー
ア
で
は
全
然
子
孫
が
絶
え
て
ゐ
る
ら
し
か
っ
た
言
語
を
表
は
し
た
不
明
ｏ
襖
形
文

字
や
象
形
文
字
が
出
土
し
て
き
た
ｏ
で
あ
っ
た
。
欧
洲
學
者
の
不
撹
不
屈
ｏ
研
究
は
漸
次
之
を
解
読
す
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
が
、

何
萬
に
上
る
泥
碑
文
書
は
次
ぎ
か
ら
次
ぎ
へ
と
新
し
い
未
勿
耳
語
を
我
見
せ
し
め
る
べ
く
出
土
し
て
行
っ
た
。
さ
う
し
て
こ
の
怪
奇

な
る
文
書
が
荊
約
聖
書
の
傅
没
を
解
明
し
て
行
く
の
で
あ
る
。
こ
ｏ
學
問
こ
そ
は
欧
洲
ｏ
傅
統
を
承
け
て
ば
ゐ
る
が
、
そ
の
傅
統
ｏ

重
墜
か
ら
逃
れ
て
新
し
い
廣
い
國
に
渡
っ
て
未
明
の
地
域
を
開
拓
し
匹
行
け
ば
行
く
程
幸
幅
に
な
り
得
た
ア
メ
リ
カ
の
風
望
と
似
て

は
ゐ
な
い
だ
ら
う
か
。
況
ん
や
研
究
費
を
出
し
得
る
鮎
に
於
て
は
群
を
絶
す
る
。
ほ
ん
と
に
自
由
に
理
想
を
追
求
し
得
る
の
で
あ

る
。
そ
り
豊
富
な
る
資
材
の
思
は
探
検
除
の
上
に
も
現
は
れ
て
ゐ
る
。
最
初
は
大
學
な
ど
の
方
か
ら
出
か
け
な
い
で
、
他
の
探
桧
除

の
後
援
か
ら
始
ま
っ
た
か
、
終
に
は
大
學
伺
自
の
探
検
除
と
な
っ
て
大
牧
獲
を
狽
占
す
る
事
と
な
る
。
例
へ
ば
一
八
八
四
－
五
年
の

ウ
ォ
オ
ド
の
メ
ソ
ポ
タ
ミ
ア
探
検
な
ん
か
も
あ
る
が
、
一
八
八
八
ｉ
九
年
の
ニ
ッ
プ
ウ
ル
探
桧
除
は
ペ
ン
シ
ル
ヴ
ァ
ニ
ア
大
學
の
後

援
の
下
に
行
は
れ
、
引
績
き
数
回
に
及
び
、
一
九
一
八
年
か
ゐ
ぱ
大
英
博
物
舘
と
ペ
ン
シ
ル
ヴ
ァ
エ
ア
大
學
と
が
協
力
し
て
ウ
ル
４
　

-
４-



　
　
　
　

方
の
顎
掘
を
な
し
、
一
九
二
八
年
に
は
英
米
の
合
同
探
査
阪
０
パ
レ
ス
チ
ナ
踏
査
と
な
り
、
一
九
二
七
年
以
来
は
シ
カ
ゴ
大
學
及
。
び

　
　
　
　

八
ヘ
ン
ジ
ル
ヴ
ァ
ー
‘
ア
大
學
は
夫
々
探
検
除
を
派
出
し
て
各
地
に
活
躍
し
て
ゐ
る
と
云
ふ
調
子
で
あ
る
。
も
う
か
う
た
る
と
、
ア
メ
リ

　
　
　
　

カ
建
國
常
時
の
意
気
「
我
等
は
ア
メ
リ
’
カ
人
な
り
、
イ
ギ
リ
ス
の
殖
民
に
あ
ら
す
」
と
云
ふ
が
學
術
界
に
於
て
も
完
成
し
た
と
見
て

　
　
　
　

よ
い
。
‘
欧
洲
傅
続
か
ら
愈
々
狽
立
し
た
ぶ
見
て
よ
く
、
ま
さ
し
く
ジ
イ
。
グ
‘
フ
玲
イ
ド
０
　
云
ふ
「
ア
メ
リ
カ
時
代
」
と
な
っ
て
ゐ
る
。

　
　
　
　

ジ
イ
グ
フ
リ
イ
ド
な
ど
を
樅
煮
出
し
た
が
、
賓
は
ｙ
乱
ｌ
-
ｅ
　
Ｓ
ｉ
ｅ
ｇ
ｆ
ｒ
ｉ
ｅ
ｄ
　
:
　
　
　
Ｔ
ｈ
ｅ
　
Ａ
ｍ
ｅ
ｒ
ｉ
ｃ
ａ
ｎ
　
Ａ
ｇ
ｅ
.
　
（
Ｔ
ｈ
ｅ
　
Ｋ
ａ
w
ａ
ｓ
ｅ
　
Ｓ
ｅ
ｒ
i
e
ｓ
.
　
Ｃ
ｏ
ｎ
-
、

　
　
　
　

ａ
０

　
　
　

。
。

　
　

゛

　
　
　
　
　
　
　
　
　

―

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

゛

　
　
　
　
　

ｙ

　
　
　
　
　
　
　
　

－

　
　
　
　
　
　

゛
－

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

｀

　
　
　
　
　

探
検
阪
は
勿
論
西
南
ア
ジ
ア
地
方
だ
け
で
た
い
。
歳
月
を
経
る
に
隨
っ
て
世
界
０
各
地
方
へ
ど
ん
ど
ん
派
遣
さ
れ
て
各
科
學
分
科

　
　
　
　

の
尨
大
な
る
資
料
が
将
来
さ
れ
て
行
っ
た
。
ア
。
ン
ド
リ
ウ
ス
（
Ｒ
ｏ
ｙ
　
Ｃ
ｈ
ａ
ｐ
ｍ
ａ
ｎ
　
Ａ
ｎ
ｄ
ｉ
ｅ
w
ｓ
）
の
三
回
に
渉
る
ア
ジ
ア
探
検
な
ど
は

　
　
　
　

最
も
ア
メ
リ
カ
時
代
の
気
風
を
現
は
し
て
ゐ
る
例
と
し
て
よ
か
ら
う
か
。
到
底
荷
欧
洲
０
探
松
隊
た
ど
の
比
で
は
た
い
。
既
に
、
ア
ン

　
　
　
　

ド
リ
ク
ス
自
身
が
探
検
は
奮
様
　
　
八
を
脱
卸
し
’
て
新
し
い
や
り
方
で
烏
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
か
と
宣
言
し
て
ゐ
る
叫
で
も
分
る
。
未
開
拓

　
　
　
　

０
蒙
古
を
目
的
地
と
し
、
二
十
五
萬
弗
０
採
算
の
下
に
、
五
箇
年
の
歳
月
を
採
阻
し
、
二
十
一
人
０
各
種
専
門
家
０
院
員
に
よ
ｐ
、
自
動

　
　
　
　

車
を
初
め
あ
ら
ゆ
る
新
式
資
材
を
準
備
し
、
周
到
た
る
ボ
備
工
作
を
検
討
し
た
上
で
、
現
地
に
於
け
る
研
究
生
活
を
凡
て
何
等
の
苦

　
　
　
　

痛
不
安
冒
瞼
た
く
賓
行
し
得
る
方
法
を
探
っ
て
之
を
行
っ
た
。
且
つ
此
の
探
桧
の
賓
用
目
的
ま
で
も
科
學
的
員
理
登
見
以
上
に
教
育

　
　
　
　

修
養
及
び
人
類
幸
祠
に
何
を
異
へ
得
る
か
の
鮎
に
迄
及
ん
で
ゐ
る
。
‐
そ
れ
等
に
開
す
る
彼
の
探
検
論
（
下
記
の
彼
０
著
０
初
め
の
方

　
　
　

・
を
見
よ
）
を
蹟
ん
で
ゐ
る
と
エ
ヴ
ァ
レ
ッ
ト
の
「
青
年
訓
」
（
Ｃ
.
　
Ｃ
.
　
Ｅ
ｖ
ｅ
ｒ
ｅ
ｔ
ｔ
ｅ
　
:
　
Ｅ
t
ｈ
ｉ
ｃ
ｓ
　
ｆ
ｏ
ｒ
　
Ｙ
ｏ
ｕ
ｎ
ｇ
　
Ｐ
ｅ
ｏ
ｐ
ｌ
ｅ
"
)
を
想
起
せ
ざ
る
を

　
　
　
　

得
与
い
調
子
で
あ
っ
た
。
叉
済
ま
た
い
詳
で
あ
る
が
こ
の
ア
メ
リ
』
青
年
訓
も
余
は
長
谷
川
康
詳
註
の
誰
義
の
北
星
堂
の
普
及
版
昭

1
6

3

へ

　

和
十
二
年
三
十
八
版
と
云
ふ
學
生
受
験
用
本
宮

-
５一



６番

へ
方
、
気
風
、
道
徳
０
よ
っ
て
立
つ
所
を
よ
く
示
し
て
ゐ
る
と
思
ふ
。
さ
う
し
て
こ
れ
等
の
準
備
に
就
い
て
も
、
叉
結
果
に
就
い
て

も
ヽ
新
聞
雑
誌
０
宣
傅
を
利
用
し
た
の
で
あ
っ
て
ヽ
雑
誌
「
ア
ら
ア
」
０
編
輯
者
な
ん
か
は
ハ
ッ
キ
リ
と
こ
の
探
検
眠
は
新
し
い
鋼

鍼
工
業
會
此
の
創
立
に
劣
ら
ざ
る
大
起
業
（
ｂ
ｉ
ｇ
-
ｂ
ｕ
ｓ
ｉ
ｎ
ｅ
ｓ
ｓ
）
で
あ
る
と
云
っ
て
る
０
は
面
白
い
。
そ
れ
等
に
つ
い
て
は
抄
出
す
る
必

要
も
な
い
、
Ｒ
.
　
Ｃ
　
　
Ａ
ｎ
ｄ
ｒ
ｅ
w
ｓ
　
:
　
　
　
Ｏ
ｎ
　
ｔ
ｈ
ｅ
　
Ｔ
ｒ
a
i
l
〇
ｔ
　
　
Ａ
ｎ
ｃ
ｉ
ｅ
ｎ
ｔ
　
Ｍ
ａ
ｎ
.
　
　
　
Ａ
　
　
Ｎ
ａ
ｒ
ｒ
ａ
ｔ
i
ｖ
ｅ
　
ｏ
ｔ
　
ｔ
ｈ
ｅ
　
Ｆ
ｉ
ｅ
ｌ
ｄ
　
　
　
W
o
ｒ
ｋ

ｏ
ｆ

ｔ
ｈ
ｅ

Ｃ
ｅ
ｎ
ｔ
ｒ
ａ
ｌ

Ａ
ｓ
i
a
ｔ
i
c
　
Ｅ
ｘ
ｐ
ｌ
ｏ
ｒ
ａ
ｔ
ｉ
ｏ
ｎ
ｓ
.
　
Ｎ
ｅ
w
　
Ｙ
ｏ
ｒ
ｋ
　
ａ
乱
Ｌ
ｏ
乱
ｏ
ｎ
｡
　
１
９
２
６
.
０
Ｉ
.
　
ｐ
ｒ
ｅ
ｐ
ａ
ｒ
ａ
ｔ
ｉ
ｏ
ｎ
ｓ
の
項
か
、
Ｌ
ｏ
ｕ
i
ｓ
　
Ｄ
.
　
Ｆ
ｒ
ｏ
ｅ
ｌ
ｉ
ｃ
ｋ
:
　
Ａ
乱
ｒ
ｅ
w
ｓ
　
ｏ
ｆ

ｌ
ｖ
ｉ
ｏ
ｎ
ｇ
ｏ
ｉ
ｉ
ａ
.
　
Ａ
　
ｉ
＾
ｏ
ｏ
Ｋ
　
Ｄ
ｅ
t
ｉ
ｍ
ｄ
　
ｔ
ｈ
ｅ
　
Ｓ
ｃ
ｅ
ｎ
ｅ
ｓ
　
i
n
t
ｏ
　
ｔ
ｈ
ｅ
　
Ｂ
ｕ
ｓ
ｉ
ｎ
ｅ
ｓ
ｓ
　
ｏ
ｆ
　
Ｅ
ｘ
ｐ
ｌ
ｏ
ｒ
ｉ
ｎ
ｇ
.
　
Ａ
ｓ
i
a
｡
　
Ａ
ｕ
ｇ
ｕ
ｓ
ｔ
　
]
９
２
４
.
を
ｍ
ん
で
貰
へ
ば
よ
く

分
る
。
ま
さ
に
「
ア
メ
リ
カ
時
代
」
０
探
検
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

。

　

宜
傅
と
云
ふ
と
想
起
す
る
が
、
座
長
講
演
な
ん
か
で
も
東
洋
學
を
廣
く
通
俗
化
し
閑
職
０
老
人
に
對
し
て
ば
か
り
で
た
く
、
若
い

青
年
男
女
に
も
興
味
と
利
盆
を
輿
へ
ね
ば
な
ら
な
い
と
云
ふ
風
だ
の
が
あ
っ
た
。
然
し
そ
れ
芯
唯
會
員
獲
得
に
よ
っ
て
不
振
を
打
解

-
６

す
る
と
云
ふ
ば
か
り
で
は
Ｕ
Ｓ
Ｑ
で
、
東
洋
の
語
學
文
學
の
研
究
に
よ
っ
て
國
際
理
解
に
よ
る
永
久
平
和
の
将
来
を
、
叉
そ
れ
に
よ

　
　

一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

・

つ
て
行
き
づ
ま
っ
て
ゐ
る
荊
欧
洲
精
４
　
文
。
明
の
躍
進
を
、
叉
そ
れ
に
よ
っ
て
未
だ
完
成
に
至
ら
た
い
ア
メ
リ
カ
の
精
祁
文
明
の
優
養

に
寄
輿
を
、
叉
そ
れ
に
よ
、
つ
て
國
家
の
活
躍
に
も
貢
献
を
し
よ
う
と
云
っ
て
ゐ
る
。
か
う
云
ふ
鮎
に
至
れ
ば
我
等
が
ア
メ
リ
カ
を
理

解
し
得
る
に
好
き
ヒ
ッ
ト
を
輿
へ
う
る
の
で
な
い
だ
ら
う
か
。
又
且
つ
我
等
も
こ
れ
を
他
山
の
石
と
し
て
反
省
す
べ
き
多
く
の
も
の

か
有
る
の
で
な
い
だ
ら
う
か
。
９
　
心
に
彼
等
諸
君
の
言
脆
を
理
解
せ
ね
ば
た
ら
な
い
。

　

ア
ッ
シ
リ
ア
ー
バ
ビ
ｒ
一
ア
學
に
重
鮎
を
置
い
た
ア
メ
リ
カ
東
洋
學
は
東
に
西
に
摘
か
つ
て
行
っ
て
ゐ
る
が
、
こ
こ
を
最
古
の
櫨

鮎
と
し
て
文
化
が
傅
播
し
て
逞
に
ア
メ
リ
カ
イ
’
ン
デ
ア
シ
に
及
ん
だ
と
見
て
ゐ
る
や
う
で
、
結
局
自
國
原
住
民
の
研
究
の
結
果
は
東

洋
學
に
比
較
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
た
鮎
も
あ
る
様
だ
。
現
代
が
世
界
史
中
の
世
の
中
で
あ
る
が
‥
學
術
も
世
１
　
學
ｏ
世
と
な
っ
て



　
　
　
　

来
た
の
で
あ
る
ｏ
我
國
の
ア
ッ
シ
リ
ア
フ
ハ
ビ
フ
ー
ア
學
は
賓
に
寂
寥
々
た
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
ん
な
事
で
は
暦
ま
た
く
な
り
さ

　
　
　
　

う
で
ｒ
る
ｏ
勿
論
學
術
竺
方
に
専
門
に
分
科
し
つ
つ
精
審
を
極
め
て
行
く
べ

　

一
方
却
ｔ
其
寫
盾
に
各
科
の
成
績
を
比
較
對
照
綜

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

－

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

Ｉ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ｆ

　
　
　
　
　

ｌ

　
　
　
　

合
し
つ
つ
該
博
に
も
た
っ
て
行
っ
て
る
ん
だ
ご

　
　
　
　

な
る
綜
合
も
出
て
来
た
い
。
こ
の
鮎
で
は
我
國
の
東
洋
學
界
は
ま
だ
ま
だ
狭
阻
で
あ
鴎
。
各
種
分
科
の
専
門
家
が
釜
々
多
い
事
が
望

　
　
　
　

ま
し
い
。
こ
れ
は
ア
ッ
シ
リ
ア
ー
バ
ビ
ｒ
一
ア
學
の
場
合
を
り
み
云
っ
て
ゐ
る
の
で
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

’

　
　
　
　

´
然
し
元
来
我
國
は
富
裕
で
な
い
。
其
篤
め
圖
書
館
に
し
て
も
學
會
に
し
て
も
貧
溺
で
あ
る
を
冤
れ
た
い
。
學
會
や
圖
書
賀
や
少
な

　
　
　
　

い
博
物
館
で
は
到
底
専
門
研
究
は
望
ま
れ
た
い
か
ら
。
學
者
自
身
が
書
物
や
資
料
を
持
た
ね
ば
な
ら
た
く
た
る
。
分
科
は
狭
阻
に
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

Ｉ

　
　
　
　

る
よ
り
外
な
い
が
、
學
者
自
身
に
さ
う
豊
富
を
望
め
る
、
も
・
の
で
は
な
い
。
窮
極
す
る
所
は
特
別
の
材
料
を
珍
蔵
し
て
個
人
利
己
と
か

　
　
　
　

ら
ざ
る
を
得
た
い
。
大
い
た
る
協
同
綜
合
０
研
究
と
は
縁
遠
く
た
る
。
我
國
の
貧
弱
が
致
す
所
で
あ
る
と
は
云
へ
、
こ
れ
で
は
覇
気

　
　
　
　

あ
る
欧
烈
な
ぞ
研
究
と
は
な
丿
得
な
い
で
は
な
い
か
。
だ
と
云
っ
て
敗
戦
疲
敞
の
我
國
が
急
に
富
裕
た
る
べ
き
を
得
た
い
と
す
れ

　
　
　
　

ば
、
衆
力
衆
智
を
連
絡
活
用
す
る
に
問
題
は
在
ら
う
。
連
絡
活
‐
用
と
な
れ
ば
従
来
は
大
抵
大
な
る
も
の
の
橡
の
下
の
力
持
に
小
な
る
ヽ

　
　
　
　

も
の
が
さ
れ
勝
で
あ
る
様
だ
。
さ
う
で
た
い
。
量
は
小
で
あ
っ
て
も
質
の
良
な
る
も
０
に
大
た
る
も
の
が
援
助
す
る
の
が
ほ
ん
と
う

　
　
　
　

で
は
な
か
ら
う
か
。

　
　
　
　
　

例
を
我
等
の
大
阪
に
と
っ
て
見
よ
う
。
大
阪
は
學
問
の
土
地
で
な
い
か
も
知
れ
な
い
。
然
し
熱
心
な
學
徒
は
い
っ
の
時
代
で
も
ゐ

　
　
　
　

る
の
で
あ
る
。
我
等
の
小
さ
い
學
會
も
存
在
す
ゑ
・
こ
れ
等
の
困
る
こ
と
は
大
な
る
も
り
と
の
遠
絡
活
用
が
た
く
て
活
溌
な
る
躍
進

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

Ｑ
ｊ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

・

　
　
　
　

は
自
力
の
蓄
積
の
み
で
あ
る
か
ら
中
々
前
途
は
遠
し
と
云
ふ
外
な
い
。
ア
メ
リ
。
弗
だ
ど
の
諸
力
を
綜
合
し
て
目
的
に
邁
進
す
る
を
側

1
6
5

　
　

聞
し
て
は
驚
く
ば
か
り
。
で
あ
る
。
驚
い
て
ば
か
り
居
ら
れ
な
い
か
ら
自
力
で
邁
進
す
る
う
も
り
で
は
あ
る
が
、
之
等
を
前
進
せ
し
め

-
ケ

-
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之
等
を
利
川
す
る
の
が
大
な
る
も
０
り
義
務
で
あ
ら
う
。
か
く
し
て
こ
そ
我
國
東
洋
學
の
裴
達
を
期
し
得
よ
う
。
大
阪
を
例
に
と
っ

た
に
過
ぎ
た
い
が
、
各
地
も
大
抵
は
さ
う
で
あ
ら
う
と
信
す
る
。
大
阪
に
東
洋
學
を
不
要
と
云
ふ
勿
れ
。
國
際
即
一
解
に
資
し
、
欧
米

文
化
０
伝
養
に
資
し
、
國
家
０
再
建
に
資
し
得
る
こ
と
ア
メ
リ
カ
學
者
０
云
ふ
が
如
く
ん
ば
、
な
ん
で
東
洋
學
が
不
要
で
あ
ら
う
。

西
洋
文
明
に
寄
典
し
得
る
こ
と
こ
そ
世
界
平
和
に
資
し
得
る
貼
で
は
な
い
か
。

　

ア
メ
リ
カ
東
洋
學
に
就
い
て
書
い
て
見
よ
と
課
題
を
輿
へ
ら
れ
た
が
、
‘
、
知
る
所
が
少
く
聞
く
所
も
多
く
な
い
上
に
、
手
元
り
材
料

は
殆
ん
ど
こ
れ
を
訣
い
で
ゐ
ろ
か
ら
、
た
だ
渉
殼
し
得
る
二
三
の
參
考
文
献
に
よ
る
外
た
か
っ
た
。
且
は
最
後
に
大
阪
を
例
に
引
い

て
我
田
引
水
の
覗
か
し
と
し
た
い
。
然
し
大
な
り
小
な
り
我
國
の
・
東
洋
學
界
は
ア
メ
リ
カ
東
洋
學
界
か
ら
學
ぶ
べ
き
も
０
が
多
々
有

る
よ
う
に
思
は
れ
る
。
所
謂
ア
メ
リ
カ
時
代
の
東
洋
學
風
は
ま
だ
完
成
し
て
ゐ
な
い
か
も
知
れ
な
い
が
、
石
田
１
　
村
先
生
０
喝
破
せ

る
如
く
、
そ
の
規
模
の
大
た
る
と
選
拝
０
組
織
的
に
し
て
叉
近
代
的
た
る
と
は
、
傅
統
に
煩
は
さ
れ
て
ゐ
る
傾
き
０
あ
る
欧
洲
の
遠

く
及
ば
ざ
る
所
で
あ
り
、
之
に
加
ぶ
る
に
公
私
の
蒐
儲
も
世
界
に
冠
た
る
も
０
が
あ
り
、
今
後
若
し
得
る
に
人
を
以
て
せ
ば
そ
の
力

は
計
り
易
か
ら
ざ
ろ
も
の
が
あ
る
の
だ
。
東
洋
學
り
ア
メ
リ
カ
時
代
と
た
ら
た
い
・
と
誰
が
云
ひ
得
や
う
。
我
國
の
東
９
　
學
界
は
今
日

に
於
て
て
メ
リ
カ
の
東
洋
學
界
に
一
顧
０
愕
を
と
る
べ
き
だ
と
信
す
る
。
た
だ
余
な
ん
か
に
は
ア
メ
リ
カ
の
東
洋
服
を
排
摩
し
得
る

９
　
料
を
見
闘
し
得
る
便
宜
と
機
會
と
に
恵
ま
れ
て
ゐ
た
い
の
が
遺
憾
で
あ
る
。
ア
メ
リ
カ
が
我
國
に
進
駐
し
て
ゐ
る
と
云
ふ
事
態
を

機
縁
と
し
て
、
そ
れ
ら
の
資
料
に
接
し
得
る
に
至
ら
た
い
も
の
だ
ら
う
か
。
遥
か
に
ア
メ
リ
カ
の
各
方
面
の
東
洋
學
者
に
呼
び
か
け

て
見
た
い
気
が
す
る
。
十
年
孤
立
の
我
が
學
界
が
か
く
て
米
國
延
い
て
は
欧
洲
學
界
と
も
建
絲
し
得
る
に
至
ら
ん
事
は
希
望
に
堪
え

た
い
。
孤
立
は
掲
善
を
生
み
落
伍
す
る
。
落
伍
し
て
は
い
け
た
い
ん
だ
。

-
８

-


