
批

評
・
紹

介

講
座
中
園
近
現
代
史

第
二
巻

義
和
国
運
動

野
漂
盤
・
田
中
正
俊
等
編

昭
和
五
十
三
年
五
月
東
京
東
京

大
皐
出
版
舎

A
5
剣

二

七

三

頁

『
講
座
中
園
近
現
代
史
』

〈
全
七
巻
)
は
、
第
一
巻
の
「
講
座
刊
行
に
あ
た

っ
て
」
に
よ
れ
ば
、
故
里
井
彦
七
郎
氏
の
追
悼
論
文
集
と
し
て
企
重
さ
れ
、

「
内
外
に
お
け
る
最
新
の
研
究
成
果
を
ふ
ま
え
て
、
中
園
近
現
代
史
の
全
面
的

な
把
握
を
試
み
よ
う
と
し
た
」
わ
が
園
最
初
の
近
現
代
史
専
門
の
講
座
で
あ

り
、
そ
の
第
二
各
で
あ
る
本
書
は
以
下
の
論
文
を
牧
め
て
い
る
。

線

論
洋
務
運
動
と
帝
園
主
義

清
末
郷
村
綿
業
の
展
開

<623 

農
民
闘
争
の
新
展
開

-
抗
措
・
抗
糧
闘
争

2
抗
糧
闘
争

3
抗
租
闘
争

洋
務
・
愛
法
と
民
鑓

清
末
華
北
の
農
村
市
場

高
橋

鈴
木

秦

惟智孝
人夫助

中中小紋二
村村島山宮

哲 淑筒ー
失義男功郎

義
和
国
運
動
の
設
展
過
程

義
和
闘
の
民
衆
思
想

小堀
林川

一哲
美男

見
ら
れ
る
よ
う
に
、
本
書
の
表
題
は
『
義
和
圏
運
動
』
で
は
あ
る
が
、
各
論

文
が
扱
う
封
象
は
十
九
世
紀
後
半
か
ら
二
十
世
紀
初
頭
に
至
る
中
園
近
代
の
政

治
史
、
社
曾
経
済
史
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
ま
た
総
論
で
高
橋
孝
助
氏
が
言
う
よ

う
に
、
か
つ
て
笠
井
氏
が
先
駆
的
な
業
績
を
穆
げ
ら
れ
、
今
な
お
我
々
が
直
面

せ
ざ
る
を
得
な
い
課
題
を
残
さ
れ
た
分
野
で
も
あ
る
。
従
っ
て
本
書
に
収
め
ら

れ
た
各
論
文
は
、
そ
の
多
く
が
、
或
い
は
里
井
氏
の
問
題
意
識
を
繕
承
し
、
或

い
は
里
井
氏
の
論
を
批
判
し
て
お
り
、
そ
の
こ
と
が
本
書
を
追
悼
論
文
集
と
し

て
ふ
さ
わ
し
い
も
の
に
し
て
い
る
。
本
書
評
で
も
し
ば
し
ば
星
井
氏
の
名
を
穆

げ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

以
下
、
各
論
文
を
で
き
る
だ
け
紹
介
し
な
が
ら
、
論
評
を
加
え
て
ゆ
き
た

‘U
 

-141-

総
論
で
は
高
橋
孝
助
氏
が
、

大
卒
天
国
以
降
義
和
圏
運
動
期
ま
で
を
射
程
に

い
れ
な
が
ら
、
そ
の
政
治
・
経
済
過
程
の
基
本
的
論
黙
を
我
々
に
示
し
て
く
れ

る。
氏
は
ま
ず
、
「
資
本
主
義
・
帝
園
主
義
世
界
鐙
制
へ
の
中
園
の
組
み
込
ま
れ

方
」
を
コ
一
千
年
来
」
の
専
制
的
形
態
を
と
り
つ
つ
、
中
図
的
封
建
園
家
権
力

と
し
て
存
在
す
る
清
朝
薗
家
権
力
の
針
外
従
属
化
・
そ
の
深
化
と
い
う

〈
枠

組
〉
を
も
っ
て
展
開
す
る
も
の
と
規
定
し
、
こ
の

〈
枠
組
〉
を
前
提
と
し
て
、

太
卒
天
国
銀
座
以
後
の
「
地
主
制
の
新
展
開
」
を
次
の
よ
う
に
論
じ
る
。
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太
卒
天
国
以
後
の
清
朝
鐙
制
に
は
、
曾
園
落
、
李
鴻
章
、
左
宗
裳
ら
漢
人
督

梅
い
に
よ
る
「
園
家
権
力
と
は
相
針
的
に
濁
自
な

〈
権
力
〉」

の
形
成
を
み
た
が
、

そ
れ
を
育
成
、
促
進
し
た
の
は
他
な
ら
ぬ
地
主
階
級
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、

H

園
家
権
力
の

〈
共
同
鐙
〉
構
成
者
に
射
す
る
暴
力
的
支
配
力
・
保
護
教
務
機
能

の
低
下
、
口
太
卒
天
国
政
権
の
出
現
|
|
清
朝

〈
交
替
〉

の
危
機
に
よ
る
〈
共

同
盟
〉
の

〈編
成
原
理
〉
の
溺
域
に
よ
っ
て
、
彼
ら
の
階
級
・
意
志
の
新
た
な
賀

現
者
た
る
督
撫
跡
地
力
を
育
成
維
持
し
、
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
〈
共
同
盟
〉

の
階
級
的
編
成
の
保
障
を
か
ち
と
る
以
外
に
方
法
が
な
か
っ
た
」
か
ら
で
あ

る。
で
は
、
ど
の
よ
う
に
、
地
主
階
級
(
特
に
そ
の
上
層
)
に
よ
る

〈
共
同
隆
〉

の
編
成
が
展
開
し
た
か
。
そ
れ
は
、
農
民
の
諸
闘
争
に
封
す
る
譲
歩
、
後
退
の

形
を
と
り
、
具
位
的
に
は
付
「
減
租
」
と
公
権
力
に
よ
る
徴
租
機
構
の
創
設
、

口
「
減
賦
」
、
白
中
小
地
主
の

〈
系
列
化
〉
及
び
義
荘
の
新
設
、
再
建
な
ど
に

よ
る

〈
集
闘
〉
の
形
成
、
で
あ
る
。

か
く
し
て

「
地
主
階
級
の
譲
歩
後
退
が
、
近
代
中
図
の
地
主
制
の
基
調
を

な
す
も
の
で
あ
る
」
が
、
同
時
に
地
主
階
級
は
「
〈
共
同
住
〉
を
含
み
、
か
っ

〈
共
同
盟
〉
の
枠
を
越
え
た
新
た
な
祉
舎
の
編
成
を
迫
ら
れ
る
」
こ
と
に
な

る
。
何
故
な
ら
、
付
半
値
民
地
的
欣
況
下
の

〈
農
民
屑
分
解
〉
の
進
行
に
よ
っ

て

「
牢
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
」日
間
が
析
出
さ
れ
、

口
流
通
過
程
の
活
況
に
よ
る
地
主

の
商
業
H
高
利
貸
機
能
の
肥
大
化
に
よ
っ
て
、

〈
共
同
鵠
〉
と
と
も
に
物
資
集

散
地
に
も
階
級
支
配
が
質
現
さ
れ
ね
ば
な
ら
ず
、
日
〈
都
市
〉
や
集
散
地
に
竿

プ
ロ
が
流
入
し
、
そ
こ
が
「
〈
共
同
位
〉
の
諸
矛
盾
の
外
延
的
損
大
の
場
」
と

な
る
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
他
、
氏
は

「総
論
」
の
名
に
ふ
さ
わ
し
く、

「上
か
ら
の
ブ
ル
ジ
ョ
ア

化
と
そ
の
特
質
」
や
「
農
民
闘
争
の
新
展
開
と
そ
の
特
質
」
に
つ
い
て
康
汎
な

論
理
を
展
開
さ
れ
て
い
る
が
、
全
般
的
に
感
じ
ら
れ
る
の
は
、
そ
の
用
語
の
わ

か
り
に
く
さ
で
あ
る
。
氏
は
や
た
ら
、
と
言
っ
て
い
い
程
に
〈
〉
を
使
用
さ

れ
て
お
ら
れ
る
が
、
そ
れ
な
ら
そ
れ
な
り
の
説
明
が

必
要
で
あ
る
う
。
例
え

ば
、
〈
共
同
鐙
〉
と
は
、
特
に
氏
の
言
う

「階
級
的
編
成
」
を
受
け
る
以
前
の

〈共
同
種
〉
と
は
、

一
位
何
如
な
る
内
貨
を
も
つ
も
の
な
の
か
。
ま
た
、
地
主

階
級
が
そ
の
編
成
を
迫
ら
れ
た

「〈
共
同
鐙
〉
を
含
み
、

〈
共
同
鐙
〉
の
枠
を
越

え
た
新
た
な
祉
曾
」
も
貫
鐙
を
イ
メ
ー
ジ
し
に
く
い
概
念
で
あ
り
、
そ
れ
を
地

主
階
級
が
ど
の
よ
う
に
質
現
し
て
い
く
の
か
、
に
つ
い
て
の
設
明
が
ほ
し
い
。

氏
の
抽
象
的
な
論
理
展
開
に
、
評
者
の
貧
弱
な
頭
は
つ
い
て
い
け
な
か
っ
た
こ

と
を
告
白
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。

鈴
木
智
夫
氏
の
論
文
は
、
か
つ
て
の
遠
山
H
芝
原

・
藤
田
論
争
ゃ
、
里
井
、

中
村
氏
の
洋
務
扱
研
究
を
ふ
ま
え
て
、
新
た
な
洋
務
波
像
を
提
示
し
て
い
る
。

鈴
木
氏
は
、
ま
ず
「
一
八
七

O
J八
0
年
代
の
東
ア
ジ
ア
を
め
く
る
図
際
関

係
」
を
、
世
界
経
機
の
縛
換
に
と
も
な
う
欧
米
列
強
の
東
ア
ジ
ア
侵
略
強
化
|

中
園
の
牢
植
民
地
化
の
進
行
、
周
遊
諸
園
(
藩
部
、
朝
貢
園
)
の
植
民
地
化
と

規
定
し
た
上
で
、
こ
の
時
期
の

洋
務
振
の
経
済
政
策
、
外
交
政
策
を
検
討
す

ヲ匂
。

-142ー

前
者
に
つ
い

て
は
、
氏
は
、
中
十
植
民
地
化
に
針
臆
す
る
新
政
策
と
し
て
の
洋

務
波
の
企
業
経
営
l
洋
務
運
動
を
、
洋
務
振
が
濁
占
的
特
権
的
官
僚
ブ
ル
ジ
ョ

ア
ジ
ー
に
自
己
を
一再
形
成
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
っ
た
、
と
さ
れ
る
。
が、

H

そ
の
濁
占
策
、
口
彼
ら
が
依
接
し
た
趣
皿
金
や
地
主
制
は
中
閣
の
資
本
主
義
化
を

阻
み
、
洋
務
蔽
自
身
も
結
局
外
園
資
本
に
従
属
し
た
貿
務
官
僚
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ

ー
と
な
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
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次
に
、
氏
は
外
交
政
策
を
検
討
す
る
。
氏
は
、
洋
務
波
は
七

0
年
代
か
ら
八

0
年
代
前
中
?
に
か
け
て
列
強
の
外
交
感
一
力
に
「
抵
抗
」
し
、
通
商
俊
約
改
訂
を

交
渉
す
る
な
ど
の
新
政
策
を
開
始
し
て
い
た
と
指
摘
し
、
特
に
朝
鮮
と
ベ
ト
ナ

ム
に
お
け
る
そ
れ
を
問
題
に
す
る
。

す
な
わ
ち
、
そ
れ
は
朝
鮮
で
は
朝
鮮
1

列
強
聞
の
通
商
篠
約
を
斡
錠
し
、
ベ

ト
ナ
ム
で
は
フ
ラ
ン
ス
の
ト
ン
キ
ン
侵
略
に
針
抗
し
て
こ
れ
を
確
保
し
よ
う
と

す
る
か
た
ち
で
、
そ
れ
ぞ
れ
属
邦
を
犠
牲
に
し
つ
つ
列
強
に
宗
主
権
を
承
認
さ

せ
、
か
つ
不
卒
等
傑
約
改
訂
、
圏
構
図
復
の
い
と
口
を
つ
か
も
う
と
す
る
も
の

で
あ
っ
た
。
氏
は
、
こ
れ
を
洋
務
振
の
「
積
極
的
な
外
交
姿
勢
」
と
評
債
さ
れ

る
わ
け
だ
が
、
そ
れ
も
た
ち
ま
ち
帝
盟
主
義
列
強
の
反
撃
に
よ
っ
て
潰
え
、
列

強
閲
の
矛
盾
を
利
用
し
よ
う
と
し
た
政
策
の
失
敗
が
指
摘
さ
れ
る
。
そ
し
て
、

洋
務
娠
の
屈
服
を
指
却
し
た
の
が
民
衆
と
知
識
人
で
あ
っ
た
と
し
、
民
衆
が
反

侵
略
に
た
ち
あ
が
っ
た
事
例
と
し
て
一
八
八
三
年
の
貨
州
暴
動
を
昼
げ
、
そ
れ

は
付
洋
務
一
淑
の
劉
外
屈
服
を
暴
露
し
、
口
列
強
聞
の
針
中
関
政
策
の
一
致
を
示

し
、
国
ト
ー
タ
ル
に
帝
園
主
義
列
強
に
抵
抗
し
う
る
の
は
民
衆
で
し
か
あ
り
え

な
い
こ
と
を
示
し
た
も
の
、
と
許
領
さ
れ
た
。

氏
の
洋
務
源
論
は
、
経
済
政
策
面
で
は
星
井
設
を
支
持
し
、
外
交
政
策
で
は

遠
山
茂
樹
氏
の
「
園
権
主
義
」
設
を
継
承
し
な
が
ら
、
同
時
に
そ
れ
が
厩
邦
を

犠
牲
に
し
つ
つ
蜜
策
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
鋭
く
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

特
に
後
者
は
、
芝
原
・
藤
田
爾
氏
の
「
寅
園
投
降
外
交
」
許
僚
と
よ
み
く
ら
べ

る
と
新
鮮
な
驚
き
を
す
ら
感
じ
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
、
こ
こ
で
究

え
る
不
満
は
、
一
定
程
度
帝
園
主
義
列
強
に
針
抗
し
、
園
権
回
復
を
ね
ら
っ
た

洋
務
阪
外
交
が
、
な
ぜ
結
局
は
針
外
従
属
に
枚
東
し
て
い
く
の
か
が
明
確
で
は

な
い
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
例
え
ば
、
清
併
戦
争
に
お
け
る
陸
軍
の
軍
事
的
成

功
に
も
か
か
わ
ら
ず
李
鴻
章
が
と
っ
た
敗
北
主
義
的
講
和
策
に
針
す
る
疑
問
に

も
つ
な
が
る
も
の
だ
が
、
そ
れ
を
単
純
に
牙
を
む
い
た
帝
園
主
義
列
強
の
脅
威

や
李
鴻
章
の
資
質
に
求
め
て
よ
い
か
ど
う
か
。

鈴
木
氏
の
論
文
は
、
反
洋
務
汲

・
反
侵
略
の
抵
抗
主
鐘
と
し
て
民
衆
を
翠
げ

る
が
、
こ
れ
に
針
し
て
中
村
義
氏
は
湖
南
省
に
お
け
る
仇
致
運
動
の
分
析
か
ら

保
守
源
郷
紳
の
役
割
を
強
調
し
て
お
ら
れ
る
。

氏
の
行
論
を
要
約
し
よ
う
。
十
九
世
紀
後
字
以
降
仇
数
運
動
の
大
本
品
目
的
位

置
に
あ
っ
た
湖
南
省
に
は
二
つ
の
運
動
の
流
れ
が
あ
っ
た
。
一
つ
は
、
曾
園
藩

が
太
卒
天
国
針
策
の
た
め
に
う
ち
だ
し
た
惇
統
思
想
(
儒
数
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
)

に
立
脚
す
る
保
守
源
郷
紳
の
そ
れ
で
あ
り
、
一
つ
は
列
強
の
経
済
進
出
や
湘
勇

の
解
散
に
よ
っ
て
失
業
、
貧
窮
化
す
る
民
衆
の
運
動
で
あ
る
。
前
者
の
チ
ャ
ン

ピ
オ
ン
的
存
在
が
周
漢
で
あ
り
、
彼
は
仇
数
文
書
の
出
版
等
を
通
じ
て
反
キ
リ

ス
ト
教
運
動
を
煽
動
し
、
更
に
そ
の
鋒
先
は
洋
務
一
仮

・
獲
法
仮
に
ま
で
向
け
ら

れ
る
。
後
者
の
流
れ
の
一
つ
の
現
わ
れ
が
一
八
九
八
年
の
沙
市
事
件
で
あ
り
、

そ
れ
は
列
強
の
長
江
進
出
、
招
商
局
の
水
運
濁
占
に
抵
抗
す
る
民
衆
の
反
侵
略

・
反
洋
務
源
運
動
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
射
し
て
湖
南
嬰
法
汲
は
保
衛
局
設
置
に

よ
っ
て
仇
数

・
排
外
運
動
弼
墜
を
策
し
、
周
漢
逮
捕
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
そ

れ
は
帝
図
主
義
・
洋
務
波
の
政
策
に
連
な
る
も
の
で
あ
っ
た
。

氏
の
以
上
の
よ
う
な
主
張
は
、
里
井
彦
七
郎
氏
の
仇
数
運
動
統

一
行
動
論
、

保
守
排
外
路
線
の
否
定
的
評
僚
に
針
す
る
批
剣
で
あ
り
、
統
一
行
動
論
に
針
し

て
は
「
多
様
な
運
動
が
た
え
ず
混
在
し
、
同
時
に
並
起
し
、
別
々
に
激
愛
す
る

類
」
と
い
う
見
方
を
針
置
さ
れ
る
。
が
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
氏
の
貧
設
は
逆

に
統
一
行
動
論
に
可
能
性
を
聞
く
も
の
と
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。
氏
は
、
「
統
一
行
動
」
と
い
う
語
を
「
共
通
の
目
標
を
協
定
し
て
寅
践
す

A
-
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る
」
も
の
と
考
え
て
お
ら
れ
る
よ
う
だ
が
、
そ
う
考
え
る
限
り
、
「
統

一
行
動
」

は
あ
り
得
な
か
っ
た
。
し
か
し
第
一
に
、
里
井
氏
に
あ
っ
て
も
統
一
行
動
は
そ

の
よ
う
な
も
の
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
て
は
い
な
い
し
(
星
井
氏
は
、
「
敬
舎
に

削
到
す
る
惜
し
み
と
い
う
大
き
な
貼
で
、

周
践
的
な
官
紳
と
貧
苦
な
民
衆
と
は
共

通
の
場
を
も
っ
て
い
た
」
こ
と
を
許
債
し
た
の
で
あ
る
)
、
第
二
に
里
井
氏
は

洋
務
仮
に
よ
る
仇
数
運
動
仰
墜
が
行
わ
れ
る
や
、

周
漢
は
運
動
か
ら
脱
落
し
た

と
考
え
た
が
、
そ
れ
が
中
村
氏
の
究
設
に
よ
れ
ば
徹
底
し
た
排
外
の
道
を
歩

み
つ
づ
け
、
し
か
も
二
つ
の
運
動
の
封
象
・
敵
針
者
(
列
強
、
洋
務
一
低
、
幾
法

涙
)
が
一
致
し
て
い
た
の
で
あ
る
か
ら
、
む
し
ろ

「統

一
行
動
(
と
客
観
的
に
は

評
債
で
き
る
も
の
と
は
綴
い
て
い
た
こ
と
に
な
り
は
し
な
い
だ
ろ
う
か
。
氏

も
、
雨
者
に
お
け
る
「
客
観
的
相
互
規
定
」
を
認
め
て
お
ら
れ
る
の
だ
か
ら
、

故
さ
ら
に
多
機
性
を
強
調
す
る
必
要
は
な
い
の
で
は
な
い
か
。
評
者
は
、
む
し

ろ
こ
の
論
文
が
明
ら
か
に
し
た
一
八
九
八
年
の
湖
南
に
お
け
る
政
治
欣
況
の
構

図
|
保
守
源
郷
紳
H
民
衆
プ
ロ
ッ
ク
封
帝
図
主
義
H
洋
務
波
リ
竣
法
狼
.
フ
ロ
ッ

ク
ー
を
許
慣
し
た
い
の
だ
が
。

秦
惟
人
氏
の
論
文
は
、
星
井
氏
の
問
題
提
起
中
図
的
原
蓄
(
宇
原
蓄
)
論

ー
を
う
け
て
、
「
中
園
に
お
け
る
革
命
主
鐙
の
階
級
的
成
長
を
基
礎
過
程
の
側

面
か
ら
明
ら
か
に
す
る
と
い
う
視
角
か
ら
」
主
に
淑
江
省
東
部
に
お
け
る
綿
業

の
半
植
民
地
的
再
編
を
考
察
す
る
。

ま
ず
氏
は
、
中
園
へ
の
洋
紗
(
外
園
製
綿
糸
)
の
流
入
の
地
域
的
差
異
に
着

目
し
、
一
つ
の
開
港
場
市
場
脳
内
に
綿
産
区
と
非
綿
産
匿
と
を
含
む
地
域
を
モ

デ
ル
と
す
る
方
法
を
と
り
、
掘
削
東
を
分
析
針
象
に
設
定
す
る
。

そ
し
て
漸
東
に
お
け
る
地
主
制
の
存
在
形
態
、
綿
花
生
産
の
有
無
か
ら
、
こ

れ
を

「沿
海
綿
花
生
産
匡
」
、
「
沿
海
非
綿
花
生
産
匡
」
、

「
山
岳
区
」
の
三
つ
に

分
類
し
、
外
図
資
本
主
義
製
品
流
入
の
第
一
段
階
は
、
洋
布
に
よ
っ
て
な
さ

れ
、
そ
れ
は
ま
ず
山
岳
匿
に
集
中
し
、
郷
村
秩
序
の
解
鐙

・
再
編
、
失
業
農
民

析
出
の
一
契
機
と
な
っ
た
。
が
、
残
り
の
二
地
域
で
は
一
八
八

0
年
代
前
牢
ま

で
低
コ
ス
ト
の
土
布
が
洋
布
に
針
抗
し
て
い
た
、
と
さ
れ
る
。

次
に
氏
は
在
来
綿
業
生
産
鐙
系
再
編
の
過
程
を
農
業
(
綿
作
〉
と
手
工
業

(新
土
布
生
壷
)
の
二
側
面
か
ら
分
析
す
る
。
綿
作
に
つ
い
て
は
、
イ
ン
ド
綿

糸
の
輸
入
の
た
め
に
従
来
の
市
場
を
奪
わ
れ
た
寧
波
綿
花
が
、
日
本
人
に
よ
る

繰
綿
機
械
導
入
に
よ
っ
て
、
日
本
紡
績
業
の
原
料
供
給
地
と
し
て
再
生
さ
せ
ら

れ
る
と
し
、
綿
作
農
民
の
「
資
本
の
た
め
の
隷
農
」
化
が
指
摘
さ
れ
る
。

一

方
、
洋
紗
の
流
入
は
新
土
布
生
産
を
勃
興
さ
せ
る
が
、
同
時
に
洋
紗
を
導
入
し

た
寧
波
商
人
は
、
流
通
過
程
の
み
な
ら
ず
生
産
過
程
を
も
支
配
し
、
織
布
農
民

の
中
に
は
問
屋
制
の
下
で
の
「
事
質
上
の
貨
品
目働
者
」
と
な
る
も
の
も
現
わ
れ

た
。
こ
の
論
駄
で
は
、
氏
は
寧
波
で
は
そ
れ
ほ
ど
新
土
布
生
産
が
興
隆
し
な
か

っ
た
と
し
て
、
更
に
全
国
的
な
新
土
布
生
産
の
中
心
地
に
覗
黙
を
鱒
じ
て
設
を

補
強
さ
れ
た
上
で
次
の
よ
う
な
結
論
を
渇
く
。

外
園
綿
製
品
流
入
の
第
一
段
階

(
一
八
八

0
年
代
中
葉
ま
で
)
で
は
、
洋
布

が
そ
の
主
役
で
あ
り
、
「
山
岳
匡
」
を
中
心
に
在
来
生
産
鰻
系
を
外
在
的
に
破

扱
し
、
そ
の
結
果
波
落
農
民
が
析
出
さ
れ
、
「
土
産
」
の
活
動
が
盛
ん
に
な
る

が、

そ
の
民
衆
運
動
と
し
て
の
性
格
は
暖
味
な
も
の
に
と
ど
ま
っ
た
。
こ
れ
に

射
し
て
第
二
段
階
(
八

0
年
代
後
半
以
降
九
一
年
を
劃
期
と
す
る
〉
で
は
、
洋

紗
が
「
沿
海
綿
花
生
産
匿
」
を
中
心
に
、
生
産
盟
系
を
分
断
、
再
編
成
し
た
。

そ
し
て
、
新
土
布
生
産
を
行
う
織
布
農
民
の
中
か
ら
「
事
質
上
の
賃
努
働
者
」

が
現
わ
れ
る
。
彼
ら
は
、
賃
労
働
者
と
し
て
の
側
面
と
小
農
民
の
側
面
を
あ
わ

-144ー
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せ
も
つ
「
半
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
」
と
規
定
し
う
る
も
の
で
あ
り
、
辛
亥
革
命
に
い

た
る
民
衆
運
動
に
半
プ
ロ
的
性
格
を
付
奥
し
、
運
動
を
指
導
し
て
い
っ
た
。

注
目
す
べ
き
は
こ
の
宇
プ
ロ
規
定
で
あ
ろ
う
。
何
故
な
ら
周
知
の
よ
う
に
、

「
牢
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
」
な
る
概
念
を
中
園
近
代
史
に
提
起
し
た
星
井
氏
に
お
け

る
そ
れ
は
、
中
国
的
牢
原
蓄
の
結
果
析
出
さ
れ
る
失
業
農
民
が
、
プ

ロ
レ
タ
リ

ア
と
し
て
近
代
産
業
に
包
織
さ
れ
な
い
ま
ま
に
、
農
村
に
滞
留
も
し
く
は
都
市

に
放
出
さ
れ
る
者
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
評
者
は
こ
の
規
定
の
安
嘗
性
に
つ

い
て
詳
述
す
る
用
意
を
持
た
な
い
の
で
、
た
だ
農
民
層
分
解
に
よ
っ
て
創
出
さ

れ
る
「
牢
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
」
と
、
農
村
手
工
業
の
牢
植
民
地
的
再
編
の
結
果
生

ま
れ
る
「
事
寅
上
の
賃
努
働
者
」
と
を
燐
別
す
る
こ
と
を
主
張
す
る
高
橋
孝
助

氏
の
見
解
(
本
書
の
総
論
参
照
)
を
封
置
す
る
に
と
ど
め
た
い
。
ま
た
、
秦
氏

の
言
わ
れ
る
意
味
で
の
宇
プ
ロ
的
性
格
を
付
輿
さ
れ
た
民
衆
運
動
及
び
牢
プ
ロ

の
指
導
性
も
賃
設
の
必
要
が
あ
る
論
黙
で
あ
ろ
う
。

本
書
に
収
め
ら
れ
た
も
う

一
つ
の
祉
曾
経
済
史
を
扱
う
中
村
哲
夫
氏
の
論
文

は
、
華
北
の
農
村
市
場
論
で
あ
る
。
氏
は
、
農
村
市
場
関
係
の
諸
研
究
を
ま
ず

整
理
し
て
、
そ
の
階
層
構
成
を
、
勝
域
内
の
市
H
H
中
心
市
場
、
牲
畜
市
を
有
す

る
域
外
の
市
H
H
中
級
市
場、

斗
行
の
み
の
市
H
H
原
基
市
場
、

村
市
H
H
小
市
場
に

区
分
す
る
。
そ
し
て
、
「
農
村
定
期
市
の
意
義
を
農
村
商
品
の
集
荷
機
能
に
求

め
」
村
農
産
物
の
集
荷
数
率
は
市
場
地
周
迭
の
耕
地
面
積
の
集
積
度
に
比
例
す

る
。
口
耕
地
面
積
の
集
積
放
果
は
交
通
候
件
(
中
心
地
へ
の
時
閲
と
距
離
)
に

限
界
づ
け
ら
れ
る
。
国
集
積
放
果
の
決
定
要
因
(
付
と
同
)
に
よ
っ
て
市
場
の

配
置
と
階
層
秩
序
が
形
成
さ
れ
る
、
と
の
三
つ
の
作
業
俵
設
を
設
定
さ
れ
、
こ

れ
ら
を
清
末
直
線
三
村
闘
(
『深
州
村
園
』
、

『正
定
勝
村
岡
』
、
『
背
豚
村
園
』
)

に
も
と
づ
い
て
検
遼
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
農
村
市
場
組
織
は
ア
ヘ
ン
戦
争
以
後

も
、
そ
の
集
荷
機
能
を
軸
に
前
近
代
か
ら
の
機
能
を
つ
い
で
存
績
し
て
き
た

が
、
帝
園
主
義
支
配
の
貫
徹
は
、
村
畿
道
建
設
に
よ
る
運
輸
労
働
者
の
波
落
、

口
園
際
市
場
と
の
連
動
性
に
よ
る
農
業
経
営
の
不
安
定
性
の
鎖
大
|
小
曲
演
の
波

落
、
と
い
う
二
つ
の
側
面
か
ら
農
村
市
場
に
嬰
容
を
強
い
た
と
結
論
さ
れ
る
。

人
民
闘
争
史
の
研
究
が
、
戦
後
日
本
の
近
代
中
園
研
究
の
主
要
な
潮
流
の
一

つ
で
あ
り
、
星
井
氏
が
そ
の
首
唱
者
で
あ
っ
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
が
、

本
書
も
「
農
民
闘
争
の
新
展
開
」
と
題
し
て
一
一
一
論
文
を
牧
録
し
て
い
る
。

ま
ず
二
宮
一
郎
氏
の
論
文
は
、
同
治
年
聞
の
漸
江
省
新
昌
燃
の
抗
摘
闘
争
、

及
び
天
台
豚
の
抗
糧
闘
争
を
検
討
し
、
雨
者
の
共
通
黙
と
し
て
、
付
寅
質
的
に

は
園
家
権
力
再
編
に
反
針
す
る
闘
い
で
あ
っ
た
こ
と
、
同
舎
黛
(
土
匠
)
・
紳

士

・
農
民
三
者
の
「
共
闘
」
と
い
う
組
織
形
態
が
見
ら
れ
た
こ
と
、

国
指
導
権

の
紳
士
層
か
ら
曾
議
(
土
匪
)
へ
の
移
行
、
の
三
黙
を
指
摘
し
、
「
こ
れ
ら
の

黙
は
、
太
卒
天
国
と
義
和
闘
の
二
大
民
衆
闘
争
の
閲
の
時
期
に
お
け
る
民
衆
闘

争
の
あ
り
方
と
特
徴
を
示
し
て
い
る
」
と
さ
れ
た
。

秋
山
向
功
氏
の
論
文
は
、
江
蘇
省
丹
徒
豚
に
お
け
る
抗
糧
闘
争
を
扱
い
、
そ

れ
が
付
江
掘
削
デ
ル
タ
地
帯
の
中
の
「
後
進
地
域
L

に
お
け
る
、
口
十
九
世
紀
末

期
「
銀
賎
銭
貴
」

の
時
代
の
、

臼
農
村
内
部
の
「
脱
農
民
化
」
し
た
無
頼
を
指

導
者
と
す
る
抗
糧
闘
争
で
あ
っ
た
黙
に
そ
の
特
徴
を
認
め
ら
れ
、
抗
糧
研
究
の

遜
設
の
再
検
討
を
求
め
る
。
ま
た
、

一
九

O
五
年
の
抗
糧
闘
争
を
経
て
寅
施
さ

れ
た
税
糧
改
革
を
検
討
し
て
、
そ
れ
は
「
同
治
滅
賦
」
の
形
骸
化
を
糾
期
押
す
る

農
民
の
運
動
が
健
制
側
に
譲
歩
を
強
い
た
も
の
|
清
朝
・
郷
紳
は
そ
の
代
償
と

し
て
封
建
支
配
の
陸
制
的
安
定

H
再
編
強
化
を
企
て
る
|
と
さ
れ
る
。

E
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小
島
淑
男
氏
の
論
文
は
清
末
か
ら
民
閤
初
期
に
か
け
て
の
、
江
祈
に
お
け
る

抗
租
闘
争
を
新
聞
等
の
史
料
に
よ

っ
て
設
掘
し
て
い
る
。
氏
は
、

付
太
卒
天
国

以
後
の
江
漸
デ

ル
タ
地
減
へ
の
客
民
の
流
入
、
土
着
化
、

口
佃
農
が
抗
租
の
擦

り
ど
こ
ろ
と
し
た
回
国
機
、
舎
然
、
村
落
共
同
鰻
内
の
階
級
的
結
合
、
に
注
目

し
、
更
に
抗
租
の
闘
争
形
態
と
し
て
良
民
が
組
織
だ

っ
た
集
悶
を
形
成
し
て
闘

う

「岡
租
」
を
指
摘
、
一
九

O
O年
の
一
角
曾
蜂
起
や
辛
亥
革
命
期
の
千
人
舎

飾
起
な
ど
の
剛
租
風
潮
を
倹
討
さ
れ
る
。
そ
し
て
そ
こ
に
見
ら
れ
る
禽
終
的
特

徴
1

組
織
名
や
入
品
閏
儀
式
ー
を

「舎
誕
が
も
ち
こ
ん
だ
か
、
佃
燥
が
舎
終
的
影

響
を
受
け
て
取
り
込
ん
だ
も
の
で
あ
ろ
う
」
と
さ
れ
て
い
る
。

以
上
三
論
文
は
と
も
に
、
こ
の
時
期
の
人
民
闘
争
史
研
究
を
飽
か
に
す
る
内

容
を
持
つ
も
の
で
あ
り
、
示
唆
に
富
ん
で
い
る
が
、
疑
問
・
不
満
が
な
い
わ
け

で
は
な
い
。
二
宮
論
文
で
は
、
土
匪

・
農
民

・
糾
士
の
三
者

「
共
闘
」
の
質
態

が
明
ら
か
で
は
な
い
し
、
秋
山
論
文
で
は

「銀
賎
銭
資
」

が
抗
糧
運
動
に
輿
え

た
影
響
を
問
い
な
が
ら
、
貸
質
的
に
は
そ
の
影
響
は
な
か

っ
た
、
と
の
印
象
を

受
け
て
し
ま
う
。

さ
て
、

表
題
の
義
和
闘
運
動
に
闘
し
て
は
、
郷
川
哲
男
氏
と
小
林
一

美
氏
が

持
論
を
展
開
し
て
い
る
。
そ
し
て
雨
氏
の
論
文
は
同
時
に
、
ハ
円
義
和
闘
運
動
を

き
わ
め
て
合
法
則
的
援
展
論
的
に
と
ら
え
、
ロ
そ
の
ス
ロ
ー
ガ

ン

「
扶
清
滅

洋
」
に

「
反
帝
民
族
統
一
戦
線
綱
領
」
と
の
古向
い
評
債
を
輿
え
た
星
井
義
和
闘

論
へ
の
ア
ン
チ

・
テ
ー
ゼ
で
も
あ
る
。

堀
川
氏
の
論
文
は
、
氏
も
こ
と
わ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
氏
の
従
来
か
ら
の

主
張
の
再
論
、
補
強
の
性
格
を
持
つ
。
氏
は
、
そ
の
研
究
成
果
に
依
援
し
つ

つ
、
村
義
和
幽
研
究
の
「
紳
話
」
|
義
和
園

1
白
蓮
数
秘
密
結
社
設
を
批
剣
、

そ
の
淵
源
た
る
努
乃
宣

『義
和
総十
数
門
源
流
考
』
が
歴
史
的
に
み
て
恨
嬢
の
な

い
も
の
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
、

口
義
和
闘
と
白
蓮
教
と
の
聞
に
は
信
仰
針
象
や

組
織
性
な
ど
で
相
違
が
あ
り
、
従
っ
て
義
和
園
を
白
蓮
数
結
社
の
繍
大
と
し
て

は
と
ら
え
ら
れ
な
い
こ
と
、

田
義
和
闘
の
設
展
過
程
に
は
、
セ
ク
ト
的
武
装
集

幽
大
万
舎
か
ら
非
セ
ク

ト
的
大
衆
組
織
義
和
拳
舎

i
義
和
闘
へ
の
質
的
量
的
締

換
が
あ
っ
た
こ
と
を
主
張
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
大
刀
舎
の
仇
致
活
動
に
網
部
抗
さ

れ
た
民
衆
が
っ
く
り
始
め
た
白
術
組
織
が
義
和
闘
の
母
鐙
で
あ
り
、
そ
れ
は
民

衆
が
大
万
舎
の
法
術
を
取
り
入
れ
る
か
た
ち
で
連
鎖
的
飛
火
的
に
鎖
大
し
て
い

っ
た
、
と
さ
れ
る
。
以
上
は
ほ
ぼ
堀
川
義
和
闘
論
の

「再
論
」
で
あ
る
が
、
氏

は
こ
こ
で
、

従
来
の
大
万
曾
|
義
和
闘
の
二
段
階
設
展
設
を
補
強
し
て
大
刀
曾

|
義
和
拳
舎
l
義
和
幽
と
い
う
三
段
階
部
政
展
を
主
張
さ
れ
、
義
和
拳
曾

義

和

闘
の
展
開
過
程
を
問
題
に
す
る
。
氏
は
こ
の
過
程
を
、
排
外
主
義
的
地
方
官

(
山
東
巡
撫
腕
賢
)
と
大
刀
舎
・

義
和
拳
舎
と
の
開
の
「
な
ん
ら
か
の
合
意
」

ご

定

の
了
解
」
の
下
で
の
、
公
認
郷
闘
H

「義
和
図
」
化
と
し
て
以
下
の
よ

う
に
説
明
す
る
。
そ
れ
は
、

「
民
衆
の
側
の
力
量
の
増
大
が
、
彼
(
統
賢
)
を

し
て
そ
の
運
動
の
存
在
を
無
視
で
き
な
く
さ
せ
た
」
の
で
あ
り
、
民
衆
は

「
節

感
と
い
う
方
向
に
働
く
力
の
緩
和
」
を
多
と
し
た
の
で
あ
っ
た
。
但
し
、
雨
者

の
「
合
意
」
は

「部
分
的
」
な
も
の
で
あ
っ
て
、
後
任
巡
撫
蓑
世
凱
の
郵
懸
一は

こ
の
関
係
を
中
断
さ
せ
る
が
、
同
時
に
民
衆
を
扱
散
せ
し
め
、
そ
の
結
果
今
度

は
「
中
央
の
排
外
波
」
と
の
「
あ
ら
た
な
提
鋭
の
関
係
」
が
で
き
、
か
く
し
て

「
『義
和
園
』
と
い
う
呼
稽
が
一
般
的
に
な
っ
て
い
く
の
で
あ
る
」
と
。

そ
し
て

「扶
清
滅
洋
」
の
ス
ロ

ー
ガ
ン
は
こ
の
義
和
拳
舎
か
ら
義
和
園
へ
の

夜
展
過
程
に
針
略
す
る
も
の
で
あ
り
、
従
っ
て
そ
れ
は
〈
里
井
氏
の
い
う
よ
う

な
民
衆
の
自
渡
的
ス

ロ
ー
ガ

ン
展
開
で
は
な
く
)
、
戦
術
的
選
擦
で
あ
っ

て、
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園
家
防
衛
意
識
も
疑
問
で
あ
る
、
と
し
て
氏
は
「
む
し
ろ
義
和
国
運
動
の

E
大

な
排
外
エ
ネ
ル
ギ
ー
は
、
郷
土
防
衛
の
意
識
を
直
接

『滅
洋
』
に
つ
な
い
だ
と

こ
ろ
か
ら
生
ま
れ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
」
と
新
た
な
問
題
を
提
起
す
る
。

堀
川
氏
の
義
和
国
論
が
、
か
つ
て
里
井
氏
に
よ
っ
て
氏
に
加
え
ら
れ
た
批
剣

に
劃
す
る
反
批
判
の
位
置
に
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
と
し
て
、
こ
こ

で
は
、
二
三
の
疑
問
を
提
出
し
た
い
。
ま
ず
、
大
刀
舎
と
は
い
か
な
る
組
織

秘
密
結
社
な
の
か
、
そ
れ
も
や
は
り
白
蓮
教
と
は
無
関
係
な
の
か
ど
う
か
。
第

二
に
、
氏
が
義
和
園
の
母
穫
と
さ
れ
る
郷
村
自
衛
組
織
は
、
民
衆
の
白
夜
的
な

新
組
織
な
の
か
、
例
え
ば
一
八
五

O
J六
0
年
代
の
山
東
省
に
は
横
山
英
氏
や

榊
戸
輝
夫
氏
が
明
ら
か
に
し
た
郷
闘
に
よ
る
抗
糧
運
動
が
頻
渡
し
た
が
、
そ
の

「
停
統
」
の
意
味
を
問
え
な
い
だ
ろ
う
か
。
第
三
に
、
氏
は
義
和
園
の
園
家
防

衛
意
識
を
否
定
さ
れ
る
が
、
そ
れ
で
は
従
来
の
義
和
国
の
反
帝
愛
園
闘
争
評
債

を
も
否
定
さ
れ
る
の
か
。

次
に
小
林
論
文
を
見
て
み
よ
う
。
呈
井
氏
の
唯
物
史
観
的
援
展
論
的
|
近
代

的
な
義
和
園
論
を
批
剣
、
義
和
園
を
「
日
本
的
近
代
に
針
侍
す
る
も
の
」
と
し

て
把
握
す
る
小
林
氏
は
、
ま
ず
義
和
闘
の
形
成
を
停
統
的
異
端
リ
秘
密
結
社
た

る
大
刀
曾
と
「
土
着
村
落
農
民
の
郷
里
防
衛
運
動
」
と
が
反
キ
リ
ス
ト
教
の
一

黙
に
お
い
て

「統
一
的
連
動
運
動
と
し
て
新
た
に
創
出
さ
れ
た
」
も
の
と
論
じ

(
堀
川
説
の
小
林
版
)
、
彼
ら
が
支
配
属
の
儒
教
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
打
破
し
、

西
洋
の
近
代
兵
器
に
封
抗
す
る
た
め
に
、
民
開
停
承
中
の
諮
英
雄
が
総
動
員
さ

れ
る
、
と
す
る
。
従
っ
て
義
和
園
運
動
は

「神
々
の
化
身
た
ち
の
民
族
共
同
箆

創
出
」
の
運
動
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
停
統
的
秘
密
結
社
や
太
卒
天
国
に
お
け
る

よ
う
な
「
指
導
者
の
カ
リ
ス
マ
性
や
権
威
主
義
」
は
存
在
し
な
い
。

「
自
然
村

に
原
像
を
も
っ
共
同
佳
と
諸
紳
の
下
命
に
よ
っ
て
の
み
組
織
は
運
動
を
あ
た
え

ら
れ
る
。
」
こ
の
義
和
囲
成
員
聞
の
卒
等
性
|
コ
ン
ミ
ュ

l
ン
運
動
的
な
質
は
、

「
日
常
的
世
界
に
お
け
る
被
抑
歴
者
、
被
差
別
者
」
|
「
少
年
、
少
女
、
婦
人
、

と
り
わ
け
や
も
め
女
、
娼
婦
、
乞
食
等
」
を
も
「
解
放
」
し
、
紅
灯
照
、
沙
鍋

照
の
如
く
、
「
反
帝
愛
園
の
最
前
線
に
立
た
せ
た
の
で
あ
っ
た
J

で
は
「
扶
清
滅
洋
」
は
?
里
井
氏
の
扶
清
滅
洋
H
H
反
帝
民
族
統
一
戦
線
綱

領
訪
を
批
剣
す
る
小
林
氏
に
よ
れ
ば
、
そ
の
「
清
」
は
現
賓
の
清
王
朝
で
は
な

く
、
「
わ
が
江
山
、
わ
が
社
稜
に
等
し
い
も
の
で
あ
っ
た
。
」
列
強
に
封
す
る
敗

北
、
屈
従
H

中
園
の
宇
植
民
地
化
に
よ
っ
て
共
同
の
幻
想
性
を
喪
失
し
た
現
賓

の
清
朝
を
、

義
和
園
民
衆
は
天
の
諸
紳
の
態
依
者
と
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
超
越

し、

「清
朝
権
力
は
終
盤
と
し
て
、

皇
帝
と
大
官
の
い
な
い
民
族
の
共
同
性
を

象
徴
す
る

〈清〉

に
換
骨
奪
胎
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

そ
し
て
、

一
九
O
O年
「
激
動
の
夏
」
に
向
け
て
義
和
国
民
衆
の
思
想
は
、

「
超
能
力
信
仰
、
熱
狂
的
英
雄
主
義
へ
の
全
面
的
奔
脆
」
に
よ
っ
て
「
湖
面
開

花
」
し
、

「
そ
れ
で
も
な
お
彼
ら
の
質
力
か
ら
し
て
不
充
分
で
L

、
本
来
権
力
の

思
想
で
あ
る
大
清
意
識
、
援
夷
意
識
ま
で
総
動
員
さ
れ
る
。
氏
は
、
里
井
氏
の

い
う
よ
う
に
、
そ
れ
ら
の
思
想
の
克
服
過
程
が
あ
っ
た
の
で
は
な
く
、
ま
た
そ

こ
に
非
合
理
性
や
落
後
性
を
見
る
べ
き
で
な
い
と
し
て
、
「
彼
ら
の
回
目
剣
さ
と

一
途
さ
の
詮
左
」
と
許
債
す
る
。
こ
こ
に
小
林
氏
の
里
井
批
剣
の
第
二
の
論
船
舶

が
あ
る。

さ
ら
に
、
小
林
氏
は
、

義
和
闘
の
サ
ブ
ス
ロ
ー
ガ

ン
を
重
視
し
て
、
二
つ
の

路
線
l
奉
旨
義
和
圏
路
線
と
替
天
行
道
路
線
を
見
い
出
し
、
「
下
層
大
衆
か
ら

湧
き
お
こ
る
」
後
者
の
路
線
は
、
問
責
餅
的
洋
務
波
、
日
和
見
的
大
官
を
貰
園
奴

と
断
じ
、
事
賓
上
の
反
官
反
清
朝
闘
争
を
戟
い
え
た
の
だ
、
と
す
る
。

小
林
氏
は
里
井
氏
の
論
考
の
護
表
以
来
、
一
貫
し
て
こ
れ
を
批
判
し
つ
つ
濁
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自
の
義
和
凶
像
を
構
築
し
て
き
て
い
る
研
究
者
で
あ
り
、
そ
の
主
張
に
は
迫
力

が
あ
る
。
が
、
以
下
の
貼
を
問
題
貼
と
し
た
い
。

氏
は
里
井
氏
の
分
析
的
手
法
に
反
射
し
て
、

義
和
園
民
衆
の
思
想
の

「
全
鐙

の
有
意
味
性
」
を
問
わ
れ
た
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
最
後
に
義
和
闘
の
路
線
を

奉
旨
義
和
凶
と
替
天
行
活
発
和
制
に
分
類
す
る
の
は
矛
盾
し
て
は
い
な
い
か
。

異
な

っ
た
サ
プ
ス
ロ
ー
ガ

ン
も
同
じ
義
和
幽
の
思
想
か
ら
出
た
も
の
で
は
な
い

の
だ
ろ
う
か
。
そ
う
考
え
れ
ば
、
雨
者
を
混
合
し
た
ス
ロ
ー
ガ

ン
が
見
ら
れ
る

こ
と
も
説
明
で
き
る
。
サ
プ
"
ス
ロ
ー
ガ
ン
に
注
目
し
た
氏
の
眼
識
に
感
限
し

な
が
ら
も
、
こ
の
雨
路
線
を
確
定
す
る
こ
と
に
は
、
氏
の
論
法
か
ら
い
っ
て
も

疑
問
が
も
た
れ
る。

見
ら
れ
る
よ
う
に
、
堀
川
論
文
も
小
林
論
文
も
、
と
も
に
盟
井
義
和
園
論
を

批
判
す
る
立
場
の
も
の
で
あ
り
、
そ
し
て
義
和
図
の
形
成
過
程
論
で
は
一
致
し

て
い
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

「
扶
清
減
洋
」
ス

ロ
ー
ガ

ン
解
穆
を
軸
に
雨
論

文
は
全
く
透
っ

た、

否
む
し
ろ
相
反
す
る
義
和
図
像
を
提
示
す
る
。
堀
川
論
文

で
は
、
図
家
防
術
立
識
の
否
定
に
よ
り
、
そ
の
愛
図
闘
争
と
し
て
の
側
面
は
軽

覗
さ
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
し
、
小
林
論
文
で
は
逆
に

〈
清
〉
H
H
郷
土
、
民
族
共

同
種
通
勤
か
ら
そ
の
愛
国
・
民
族
防
術
闘
争
的
性
格
が
強
調
さ
れ
る
。
ま
た
、

姻
川
氏
は

「
扶
消
滅
洋
」
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
提
起
に
義
和
四
民
衆
が
「
権
力
と
の

関
係
を
深
め
て
ゆ
く
過
程
」
を
み
る
の
に
封
し
、
小
林
氏
は
「
替
天
行
道
、
扶

清
滅
洋
」
義
和
問
路
線
に
下
層
大
衆
の
反
清
朝
反
権
力
闘
争
的
性
格
を
指
摘
す

る
。
雨
者
の
ち
が

い
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
、
評
者
が
痛
感
さ
せ
ら
れ

た
の
は
、
義
和
幽
「
論
」
あ
っ
て
、
義
和
劉
「
研
究
L

が
必
ず
し
も
進
展
し
て

い
な
い
欣
況
で
あ
る
。
里
井
氏
の
論
も
、
堀
川
・
小
林
雨
氏
の
論
文
も
、
確
か

に
今
ま
で
の
義
和
圃
研
究
の
空
白
部
分
を
埋
め
、
新
た
な
税
貼
か
ら
こ
の
運
動

に
照
明
を
あ
て
た
。
そ
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
、
内
的
整
合
性
を
以
て
義
和
圏
論
を

展
開
し
て
い
る
。
が
、
そ
の
結
果
は
い
わ
ば
三
つ

の
義
和
凶
像
が
並
立
す
る
状

況
な
の
で
あ
る
。

以
上
、
内
容
紹
介
に
て
ま
ど
り
、
生
産
的
な
論
評
も
で
き
ぬ
ま
ま
大
幅
に
制

限
枚
数
を
越
え
て
し
ま
っ
た
。
評
者
の
よ
み
方
に
誤
解
、
曲
解
が
あ
り
、
紹
介

の
責
す
ら
は
た
せ
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
、
今
は
恐
れ
る
ば
か
り
で
あ

る
。
最
後
に
、
本
書
を
読
ん
だ
研
究
者
の
卵
と
し
て
、
感
想
を
述
べ
て
お
き
た

評
者
は
、
二
年
前
に
本
講
座
の
刊
行
の
話
を
関
い
た
際
、
戦
後
の
中
国
近
代

史
研
究
の
到
達
烈
、
そ
の
総
括
を
得
ら
れ
る
も
の
と
期
待
し
た
一
人
で
あ
っ

た
。
そ
し
て
、
戦
後
の
近
代
史
研
究
は
確
か
に
こ
こ
に
一
つ
の
成
果
を
見
た
と

言
え
る
の
だ
が
、
木
書
で
も
見
た
中てフ

ロ
論
や
義
和
図
評
債
を
め
ぐ
る
論
争
状

態
が
あ
る
よ
う
に
、
里
井
氏
の
「
中
園
近
代
史
の
全
設
展
過
程
を
陸
系
的
・
包

括
的
に
と
ら
え
直
す
方
法
論
上
の
諸
問
題
と
研
究
上
の
諸
課
題
は
今
後
一
層
明

確
に
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
」
と
の
問
題
提
起
は
、
今
な
お
我
々
の
課
題
で
あ
る
。

木
講
座
を
我
々
の
「
出
後
貼
」
と
考
え
た
い
所
以
で
あ
る
。

な
お
、
本
書
評
に
あ
た

っ
て
、
京
大
東
洋
史
研
究
室
近
代
史
研
究
舎
及
び
人

文
科
皐
研
究
所
五
四
研
究
班
で
の
書
評
禽
の
討
論
を
参
考
に
さ
せ
て
い
た
だ
い

た

。

各

禽

参

加

者

に

記

し

て

感

謝

し

た

い

。

(

江

田

憲

治

)
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