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坂
出
梓
伸
著

中
園
近
代
の
思
想
と
科
畢

野

村

浩

中
園
近
代
の
思
怨
に
つ
い
て
、
私
た
ち
は
こ
れ
ま
で
、
戦
前

・
戦
中
の
業
績

を
も
前
提
と
し
つ
つ
、
あ
る
程
度
の
蓄
積
を
共
有
す
る
に
至
っ
て
い
る
。

か
り
に
祭
読
史
ふ
う
に
、
か
っ
き
わ
め
て
大
ま
か
に
言
う
な
ら
ば
、
戦
後
、

私
た
ち
は
、
中
華
人
民
共
和
園
の
成
立
と
い
う
歴
史
的
現
貨
の
中
で
、
ほ
ぼ
十

九
世
紀
半
ば
以
降
の
中
園
に
お
け
る
諸
思
想
の
展
開
を
跡
づ
け
、
同
時
に
そ
の

受
動
の
筋
道
を
讃
み
と
ろ
う
と
し
て
き
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
そ
の
場

合
、
基
本
的
な
柱
と
な
る
の
は
、
や
は
り
「
停
統
と
努
革
」
と
い
う
大
き
な
枠

組
み
で
あ
り
、
そ
し
て
ま
た
そ
の
努
革
の
た
め
の
重
要
な
契
機
と
な
っ
た
西
洋

諸
思
想
の
流
入
な
い
し
そ
れ
と
の
針
決
と
い
っ
た
親
黙
だ
っ
た
と
表
現
で
き
よ

う
か
。
こ
れ
ま
で
「
二
十
年
除
り
」
「
中
園
近
代
の
諸
思
想
」
の
究
明
〈
「
ま
え

が
き
」
〉
に
取
組
ん
で
こ
ら
れ
た
著
者
も
ま
た
、
大
き
く
は
こ
の
よ
う
な
流
れ

の
中
に
あ
っ
た
と
み
ら
れ
よ
う
。
こ
こ
に
取
上
げ
る
本
書
は
、
ま
さ
に
そ
う
し

た
著
者
の
二
十
除
年
の
成
果
の
集
成
に
他
な
ら
な
い
。

で
は
、
本
書
は
、
わ
が
園
の
中
園
近
代
思
想
研
究
の
中
で
、
ど
の
よ
う
な
意

味
を
も
ち
、
ま
た
ど
の
よ
う
な
位
置
を
占
め
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
あ
る
い
は
ま

た
、
そ
れ
は
ど
の
よ
う
な
地
黙
か
ら
出
裂
し
、
さ
ら
に
は
、
ど
の
よ
う
な
展
撃

を
示
そ
う
と
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

本
書
は
六
百
頁
近
い
大
著
で
あ
り
、
内
容
も
ま
た
清
朝
中
期
か
ら
二
十
世
紀

初
頭
ま
で
、

様
々
の
思
想
家
及
び
諸
思
潮
を
担
っ

て
、
き
わ
め
て
多
岐
に
わ
た

る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
私
は
先
ず
個
々
の
論
文
の
紹
介
に
先
立
っ
て
、
本
書
の
特

徴
と
恩
わ
れ
る
黙
を
い
く
つ
か
あ
げ
る
こ
と
か
ら
始
め
て
み
よ
う。

そ
れ
は
ま

た
、
本
書
の
も
つ
性
格
な
り
意
義
な
り
を
最
-初
に
提
示
す
る
と
い
う
意
味
を
も

も
つ
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

先
ず
第
一
に
、
封
象
に
向
う
著
者
の
手
法
あ
る
い
は
態
度
が
、
き
わ
め
て
綿

密
で
あ
り
、
か
つ
寅
設
的
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。
な
る
ほ
ど
、

お
よ
そ
歴
史
皐
に
お
い
て
、
史
賓
の
賃
設
は
そ
も
そ
も
の
出
稜
黙
で
あ
り
、
ま

た
一
切
の
史
的
究
明
を
成
立
さ
せ
る
基
本
的
な
土
牽
で
あ
る
に
は
ち
が
い
な

い
。
し
か
し
、
中
園
近
代
の
諸
思
想
を
扱
う
に
蛍
つ
て
は
、
現
質
に
は
、
や
は

り
特
殊
の
困
難
が
つ
き
ま
と
っ
て
い
る
と
い
っ
て
い
い
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
一

つ
に
は
、
こ
の
激
動
の
時
代
を
封
象
と
す
る
に
際
し
て
、
「
俸
統
皐
術
」
及
び

「
流
入
し
た
西
洋
諸
思
想
」
の
雨
面
に
関
す
る
確
貨
な
知
識
が
要
求
さ
れ
る
か

ら
で
あ
り
、
そ
し
て
い
ま
一
つ
に
は
、
「
思
想
」
の
究
明
と
い
う
こ
と
自
践
が
、

た
と
え
ば
あ
る
思
想
家
の
「
書
か
れ
た
言
葉
」
の
確
認
と
同
時
に
、
そ
の
解
稗

及
び
意
味
づ
け
と
い
う
、
一

種
の
讃
解
作
業
を
本
来
的
に
内
包
し
て
い
る
か
ら

で
あ
る
。

長
い
歴
史
を
も
っ
中
園
の
俸
統
皐
術
な
い
し
停
統
思
想
に
つ
い
て
は
、
そ
の

ベ
ー
シ
ッ
ク
な
側
面
で
の
理
解
す
ら
仲
荷
容
易
で
は
な
い
。
そ
し
て
他
方
ま

た
、
私
た
ち
は
、
俸
統
思
想
と
外
来
の
西
洋
思
想
と
の
聞
に
散
ら
さ
れ
る
火
花

に
と
も
す
れ
ば
目
を
奪
わ
れ
て
、
思
想
全
陸
の
重
み
や
深
み
よ
り
は
、
そ
こ
に

設
す
る
光
そ
の
も
の
に
過
大
な
比
重
を
か
け
が
ち
で
あ
る
。
こ
う
し
た
黙
に
つ

い
て
い
え
ば
、
本
書
全
鐙
を
遁
じ
て
、
著
者
の
方
法
は
き
わ
め
て
堅
賓
と
い
っ

て
よ
い
だ
ろ
う
。
少
く
と
も
そ
こ
に
は
、
貧
歪
性
を
依
い
た
飛
躍
は
ほ
と
ん
ど
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見
受
け
ら
れ
な
い
。
，
思
想
史
の
研
究
が
や
や
も
す
る
と
、
た
だ
表
現
の
，み
に
依

援
し
て
多
少
と
も
怒
意
的
な
解
様
、
結
論
に
流
れ
る

τ

場
合
が
あ
る
の
に
封
し

て
、
本
書
ば
そ
う
し
た
弊
を
沼知
れ
て
い
る
黙
に

一
つ
の
重
要
な
特
質
を
も
っ
て

い
る
よ
う
に
私
に
ば
思
わ
れ
る
。
と
は
い
え
む
ろ
ん
、
思
想
史
研
究
が
、
明
示

的
で
あ
れ
、
黙
示
的
で
あ
れ
、
や
は
り
そ
こ
に
展
開
さ
れ
る
諸
思
想
に
。つ
い
て
、

そ
の
濁
自
の
思
想
世
界
の
確
定
へ
と
向
う
と
い
う
側
面
を
も
も
っ
以
上
、
著
者

が
提
示
す
る
諸
思
想
の
解
緯
に
つ
い
て
も
ま
た
、
関
わ
れ
な
け
れ
ば
な
る
ま

い
。
と
も
あ
れ
、
私
は
、
こ
れ
ま
で
の
諸
研
究
の
中
に
本
書
を
お
い
て
み
る

時
、
き
し
蛍
り
私
自
身
が
感
得
す
る
、
著
者
の
こ
の
よ
う
な
、
い
わ
ば
針
象
へ

の
H

タ
ッ
チ
H

の
在
り
方
を
一
つ
の
貴
重
な
特
質
と
し
て
指
摘
し
て
お
き
た
い

と
思
う
。

第
二
に
、
内
容
に
即
し
て
い
え
ば
、
本
書
の
重
要
な
意
義
の
一
つ
は
、
著
者

が
こ
れ
ま
で
多
く
の
精
力
を
傾
注
し
て
き
た
康
有
震
に
つ
い
て
の
諸
論
文
が
、

こ
こ
に
ま
と
め
て
牧
録
さ
れ
た
と
い
う
慰
に
あ
る
.
た
ろ
う
。
清
末
の
思
想
界
に

お
い
て
除
り
に
も
著
名
な
こ
の
人
物
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
取
上
げ
ら
れ
る
こ

と
は
き
わ
め
て
多
く
、
ま
た
特
定
の
視
角
か
ら
す
る
追
求
も
少
な
く
は
な
い
が
、

そ
の
思
想
の
夜
展
に
卸
し
て
、
綿
密
に
考
祭
し
た
も
の
と
し
て
は
、
わ
が
園
で

は
、
お
そ
ら
く
著
者
の
数
年
来
の
諸
論
稿
を
あ
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ

う
。
む
ろ
ん
中
園
・
牽
湾
で
は
、
康
有
震
に
関
す
る
専
著
も
あ
り
、
ま
た
ア
メ

リ
カ
一で
は
粛
公
権
氏
の
大
著
が
一
九
七
五
年
に
出
版
さ
れ
て
い
る
(
関
口
口
問
。

n
y
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目
白
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p
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sh同門
河
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H.s-
ぉ
g
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U
N
N
Cロ
-
2
5
q
o同
巧

g
zl

a
gロ
司

Hog-〉
。
著
者
は
そ
う
し
た
成
果
を
も
参
考
に
し
つ
つ
、
こ
の
き
わ
め

て
問
題
史
的
な
思
想
家
に
封
し
て
基
礎
的
な
地
貼
か
ら
せ
ま
ろ
う
と
し
て
き
た

わ
け
で
あ
る
。
全
慢
の
ぬ
ぼ
四
分
の
一
を
占
め
る
こ
の
部
分
を
、
本
書
の
大
き

193 

い
メ
リ
ッ
ト
の
一
っ
と
考
え
る
こ
と
は
、
決
し
て
不
嘗
で
は
あ
る
ま
い
。

第
三
に
、
私
た
ち
は
、
本
書
が
清
末
に
お
け
る
近
代
科
皐
の
受
容
に
つ
い

て
、
多
く
の
新
た
な
知
見
を
提
供
し
て
い
る
こ
と
を
取
上
げ
て
お
く
べ
き
で
あ

ろ
う
。
寸
九
世
紀
牟
ば
以
降
の
西
洋
文
化
の
流
入
に
閥
じ
て
は
、

こ
れ
ま
で
も

つ
ば
ら
政
治
、
社
曾
思
想
の
側
面
に
関
心
が
集
中
さ
れ
、
近
代
科
皐
の
受
容
に

つ
い
て
は
、
ほ
と
ん
ど
見
る
べ
き
業
績
は
な
か
っ
た
と
い

っ
て
い
い
。
著
者

は
、
科
皐
史
研
究
グ
ル
ー
プ
〈
烹
夫
人
文
研
、
科
拳
史
研
究
班
〉
へ
の
参
加
を

契
機
と
し
て
、
こ
の
分
野
で
の
一
連
の
考
察
を
つ
み
上
げ
、
そ
れ
が
ま
た
本
書

の
基
本
的
な
一

一部
を
構
成
し
て
い
る
。
こ
う
し
て
、
本
書
は
『
近
代
中
園
の
思

想
と
科
皐
』
と
い
う
鮮
明
か
つ
ユ
ニ
ー
ク
な
タ
イ
ト
ル
を
も
つ
こ
と
に
な
る
わ

け
で
あ
る
。

本
書
に
牧
め
一ら
れ
る
論
文
は
、
合
せ
て
二
六
篇
、
四
章
構
成
を
と
り
、
各
昌
平

は
そ
れ
ぞ
れ
次
の
よ
う
に
題
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
「
第
一

章

前

近
代

の
思
想
家
た
ち
」

「第
二
一
章

繁
法
運
動
の
思
想
」
「
第
三
章
辛
亥
革
命
前
後

の
思
想
」
「
第
四
一軍

近
代
科
撃
の
受
容
と
科
拳
啓
蒙
運
動
」
ι

一
見
し
て
明
ら

か
な
よ
う
に
、
全
盛
と
し
て
は
、
著
者
が
と
れ
一ま
で
幡
庚
い
考
察
を
試
み
て
き

た
誇
論
稿
が
ほ
ぼ
時
代
順
に
配
列
さ
れ
て
い
る
。
以
下
、
内
容
に
つ
い
て
要
約

を
試
み
よ
う
J

山
第
一

章
で
扱
わ
れ
る
の
は
、

清
朝
の
中
期
か
ら
末
期
に
か
け
て
、
皐

術
、
思
想
上
に
足
跡
を
残
じ
た
五
人
の
人
物
、
戴
震
・
焦
循
・
貌
源
・
獲
自

珍
・
朱
次
務
の
思
想
で
あ
る
。
こ
の
中
で
「
戴
震
の
思
想
」
及
び

「
獲
自
珍
の

経
済
思
想
」
は
、
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
H

思
想
内
容
ル
及
び
そ
の
H

思
想
許
債
に
関

す
る
論
争
u

に
つ
い
て
の
、
い
わ
ば
紹
介
前
私
論
文
で
あ
勺
、
ま
た

「貌
源
の
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祉
曾
視
」
は
、
著
者
の
最
も
初
期
の
仕
事
に
属
す
る
せ
い
か
、
多
少
と
も
公
式

主
義
的
な
解
棒
が
目
立
ち
、
か
つ
他
の
す
べ
て
に
比
し
て
分
析
方
法
の
差
が
顕

著
で
あ
る
。
い
づ
れ
に
せ
よ
、
本
章
は
こ
の
時
代
の
思
想
に
つ
い
て
、
必
ず
し

も
系
統
的
な
考
察
を
提
供
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
こ

こ
で
は
紙
数
の
制
約
を
も
考
慮
し
て
、
焦
循
・
朱
次
碕
を
扱
っ
た
論
文
を
ご
く

崎
山
潔
に
紹
介
し
て
お
く
こ
と
に
し
よ
う
。

「
焦
循
の
皐
問
」
「
焦
循
の
『
論
語
通
稗
』
」
は
、
乾
隆
か
ら
嘉
慶
に
生
き
「
通

儒
」
と
穏
さ
れ
た
こ
の
皐
者
に
つ
い
て
の
専
論
で
あ
る
。
著
者
が
焦
循
を
と
り

わ
け
問
題
と
す
る
理
由
は
そ
れ
ほ
ど
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
そ
の
関
心
の
焦
黙

は
、
彼
の
「
治
皐
の
方
法
」
に
あ
る
よ
う
で
あ
る
。
焦
循
は
「
己
れ
の
思
索
力

を
憲
く
す
こ
と
」
を
治
穆
の
要
諦
と
し
た
う
え
で
、
康
く
経
皐
・
史
事
、
天
文

暦
算
に
通
じ
た
が
、
考
嬢
皐
全
盛
の
時
代
に
あ
っ
て
、
な
お
か
つ
嘗
時
の
息
者

が
み
だ
り
に
考
披
の
名
を
立
て
、
一
設
に
固
執
し
て
他
設
を
排
し
、
し
か
も
漢

儒
の
設
を
絶
劉
視
す
る
と
い
う
態
度
を
き
び
し
く
批
創
刊
し
た
。
そ
の
根
抵
に
あ

る
態
度
は
、
一
言
で
「
一
貫
」
あ
る
い
は
「
貫
通
」
と
い
う
言
葉
に
要
約
で
き

る
。
そ
う
し
た
立
場
の
ま
え
で
は
、
漢
拳
・
宋
皐
の
匿
別
は
門
戸
の
見
と
し
て

斥
け
ら
れ
る
ば
か
り
で
は
な
く
、
さ
ら
に
い
た
ず
ら
に
「
異
端
」
を
排
斥
す
る

態
度
も
ま
た
、
か
え
っ
て
「
執
ご
と
し
て
非
難
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
だ
ろ

う
。
こ
う
し
て
、
著
者
は
、
こ
の
よ
う
な
焦
循
の
治
皐
の
方
法
の
中
に
、
い
わ

ば
思
想
的
土
壌
の
費
化
を
か
ぎ
と
り
、
大
き
い
留
保
つ
き
な
が
ら
も
、
長
く

「
道
統
観
念
の
経
槍
に
束
縛
さ
れ
て
き
た
皐
術
の
歴
史
は
」
、
こ
の
時
代
に
至
っ

て
「
よ
う
や
く
一
種
の
思
想
解
放
を
現
象
し
た
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
か
」
と
結

論
.
つ
け
て
い
る
。

他
方
、
「
朱
次
埼
の
皐
問
」
は
|
|
現
在
で
は
む
し
ろ
康
有
震
の
師
と
し
て

著
名
な
こ
の
人
物
に
つ
い
て
、
残
さ
れ
た
数
少
な
い
資
料
を
も
と
に
、
そ
の
皐

間
の
概
略
を
復
元
し
よ
う
と
試
み
た
も
の
で
あ
る
。
著
者
に
よ
れ
ば
、
そ
の
皐

術
は
「
漢
宋
粂
采
」
と
穣
せ
ら
れ
た
も
の
の
、
郷
玄

・
朱
子
を
と
も
に
す
て
て

孔
子
に
復
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
か
つ
何
よ
り
も
質
践
照
行

を
重
ん
じ
「
経
世
救
民
を
婦
と
す
る
事
問
を
門
人
に
誘
い
て
倦
む
こ
と
を
知
ら

な
か
っ
た
」
と
さ
れ
る
。
こ
の
論
文
は
、
朱
次
務
に
つ
い
て
の
整
っ
た
紹
介
と

い
う
貼
で
大
き
い
一意
味
を
も
っ
と
思
わ
れ
る
が
、
し
か
し
他
方
、

著
者
に
と
っ

て
、
こ
れ
は
む
ろ
ん
康
有
震
研
究
の
中
で
、
明
ら
か
に
そ
の
延
長
線
上
に
あ
っ

た
に
ち
が
い
な
い
。
と
も
あ
れ
、
康
有
震
の
師
に
つ
い
て
の
こ
の
論
文
を
第

一

章
の
末
尾
に
お
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
引
き
つ
づ
き
「
繁
法
運
動
の
思
想
」
が
論

ぜ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

間

第

二
一軍に
牧
め
ら
れ
る
の
は
、
も
つ
ば
ら
こ
の
運
動
の
指
導
者
、
康
有

震
の
思
想
に
闘
す
る
六
つ
の
論
文
、
す
な
わ
ち

「康
有
震
の
生
涯
」

「康
有
潟

初
期
の
思
想
|

|
『康
子
内
外
篇
』
の
考
察
1
1
l
」
「
『
長
輿
畢
記
』

『桂
皐
答

問
』
に
つ
い
て
」

「
『
新
翠
居
間
経
考
』
に
つ
い
て
」
「
大
同
思
想
の
成
立
と
『大
同

書
』
」
、
そ
し
て
「
諌
嗣
同
の
『
以
太
設
』
」
で
あ
る
。

清
末
思
想
研
究
の
中
で
、
康
有
盛
岡
は
、
そ
の
ユ
ニ
ー
ク
な
思
想
、
ま
た
み
か

た
に
よ
っ
て
は
甚
だ
康
汎
な
射
程
を
も
っ
思
想
の
在
り
方
に
よ
っ
て
、
こ
れ
ま

で
最
も
し
ば
し
ば
取
上
げ
ら
れ
て
き
た
人
物
の
一
人
と
い

っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。

し
か
し
、
そ
の
思
想
形
成
の
過
程
に
関
し
て
は
、
従
来
、
多
く
の
研
究
者
に
よ

っ
て
論
ぜ
ら
れ
て
き
た
い
く
つ
か
の
問
題
が
存
在
し
て
い
た
。
そ
れ
は
、
彼
の

思
想
の
凝
縮
貼
と
も
い
え
る
大
向
思
想
が
、
基
本
的
に
は
い
つ
成
立
し
た
か
、

そ
し
て
ま
た
公
羊
皐
=
一
世
の
設
に
依
織
す
る
彼
の
進
化
史
観
の
形
成
に
謝
し

て
、
山
富
時
、
紹
介
さ
れ
つ
つ
あ
っ
た
西
洋
の
進
化
論
は
、
ど
の
よ
う
な
形
で
影

響
を
及
ぼ
し
た
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
他
方
、
研
究
史
的
に

い
う
と
、
近

年
、
ス
タ
ン
フ
ォ
ー
ド
大
皐
、
フ
l
ヴ
ァ

l
研
究
所
所
臓
の
「
康
有
篤
遺
稿
」
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八マ
J

中
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
V

を
活
字
に
し
た
『
蒋
貴
麟
高
木
草
堂
遺
稿
外
編
』
上

下
が
刊
行
さ
れ
(牽
湾
、
成
文
出
版
社
、

一
一
九
七
人
〉
、
そ
こ
に
は
『
康
子
内

外
篇
』
を
主
と
す
る
彼
の
初
期
の
文
章
が
牧
録
、
公
表
さ
れ
た
。
康
有
震
の
思

想
形
成
に
つ
い
て
は
新
た
な
検
討
の
必
要
性
が
生
ま
れ
た
と
い
っ
て
い
い
。
第

二
章
に
牧
め
ら
れ
た
六
篇
の
論
文
は
、
す
べ
て
こ
の
よ
う
な
基
本
的
な
課
題
に

劃
し
て
、
著
者
が
多
面
的
に
考
察
し
た
成
果
を
示
す
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

著
者
の
分
析
は
、
個
々
の
著
述
の
内
容
に
即
し
て
詳
細
、
綿
密
で
あ
る
が
、

私
は
こ
こ
で
は
、
従
来
の
諸
設
を
も
念
頭
に
お
き
つ
つ
次
の
三
つ
の
論
黙
を
紹

介
し
て
み
よ
う
。

先
ず
第
一
に
、
著
者
は
『
大
同
書
』
の
一
醸
の
完
成
を
戊
成
政
第
後
、
亡
命

の
地
イ
ン
ド
に
お
い
て
、
す
な
わ
ち
光
緒
二
十
八
年
(
一
九

O
二
)
と
し
つ
つ

も
、
そ
の
執
筆
は
光
緒
二
十
年
頃
か
ら
始
ま
り
、
二
十
三
年
ご
ろ
に
は
内
容
的

に
は
成
熟
し
た
形
が
で
き
あ
が
っ
て
い
た
と
考
え
る
。
こ
れ
ま
で
、
著
述
時
期

に
つ
い
て
は
一
九

O
一
ー

O
二
年
と
い
う
設
が
多
く
、
し
か
も
そ
の
場
合
、

康
有
気
自
ら
が
大
同
思
想
の
構
想
を
は
る
か
以
前
に
さ
か
の
ぼ
ら
せ
る
の
は

〈
『
自
編
年
譜
句
、
む
し
ろ
担
迭
で
あ
る
と
い
う
ニ
品
ア
ン
ス
で
語
ら
れ
て
い
た

の
に
封
し
、
著
者
は
、
先
ず
執
筆
時
期
を
数
年
ひ
き
あ
げ
る
わ
け
で
あ
る
。
さ

ら
に
著
者
は
、
先
述
の
『
康
子
内
外
篇
』
の
考
察
を
通
じ
て
、
初
期
康
有
震
の

思
想
の
中
に
、
後
年
の
大
同
世
界
の
理
想
像
を
形
成
す
る
諸
要
素
が
ー
ー
な
お

盟
系
的
、
論
理
的
と
は
到
底
言
え
な
い
が
|
|
か
な
り
の
程
度
、
出
揃
っ
て
い

る
と
考
え
る
。
こ
う
し
た
成
書
時
期
の
検
討
は
、
多
少
、
此
一一末
な
問
題
と
も
み

え
る
か
も
知
れ
な
い
。
だ
が
、
親
駐
を
か
え
れ
ば
、
こ
れ
は
や
は
り
重
要
な
意

義
を
も
っ
問
題
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
犬
同
世
界
の
構
想
が
き

わ
め
て
早
い
時
期
に
始
ま
る
と
い
う
こ
と
は
、
こ
の
恩
想
が
、
む
ろ
ん
外
か
ら

の
幾
多
の
イ
ン
パ
ク
ト
を
受
け
つ
つ
も
、
や
は
り
俸
統
皐
術
を
讃
み
抜
き
、
議

み
破
っ
た
う
え
に
成
立
し
た
、
き
わ
め
て
自
生
的
な
も
の
で
あ
る
こ
と
、
し
た

が
っ
て
ま
た
、
長
き
に
わ
た
る
王
朝
槌
制
の
樟
尾
を
占
め
る
に
ふ
さ
わ
し
い
位

置
を
占
め
る
こ
と
を
、
あ
ら
た
め
て
確
在
す
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
は
、

単
に

康
有
震
の
思
想
の
も
つ
一
意
一
義
に
か
か
わ
る
ば
か
り
で
は
な
く
、
さ
ら
に
は
中
関

思
想
に
内
在
す
る
あ
る
種
の
嫌
が
り
と
深
み
を
も
示
唆
す
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ

》フ。
と
こ
ろ
で
、
外
来
思
想
の
イ
ン
パ
ク
ト
に
つ
い
て
い
え
ば
、
最
も
重
要
な
論

黙
は
、
む
ろ
ん
先
述
し
た
よ
う
に
、
清
末
に
お
け
る
進
化
論
受
容
の
問
題
で
あ

る
に
ち
が
い
な
い
。
こ
の
課
題
に
関
し
て
は
、
著
者
は
一
つ
の
明
快
な
解
答
を

提
出
し
て
い
る
。
従
来
、
康
有
震
の
進
化
史
観
の
形
成
に
つ
い
て
は
、
巌
復

『
天
演
論
』
と
の
遭
遇
(
一
八
九
五
〉
を
決
定
的
と
す
る
解
穫
が
一
つ

の
立
場

を
占
め
て
い
た
。
こ
れ
に
劃
し
て
、
著
者
は
、
伊
藤
秀

一
氏
の
業
績
を
参
照
し

つ
つ
も
、
さ
ら
に
新
た
に
「
康
子
内
外
篇
」
の
分
析
を
通
じ
て
、
す
で
に
光
緒

八
年
頃
(
一
八
八
二
〉
か
ら
翻
謬
西
書
を
通
じ
て
そ
れ
に
接
す
る
機
舎
が
あ
り
、

ま
た
次
い
で
日
本
書
を
も
源
泉
と
し
て
そ
の
知
識
を
得
て
い
た
と
す
る
。
こ
こ

で
、
そ
の
内
容
を
形
成
す
る
の
は
、
何
よ
り
も
地
質
盟
午
、
天
文
祭
に
お
け
る
進

化
論
で
あ
り
、
ま
た
生
物
進
化
論
で
あ
る
。
た
し
か
に
彼
の
進
歩
史
観
は
、

「中

閣
の
停
統
的
な
思
考
か
ら
直
接
に
導
か
れ
た
も
の
で
は
な
い
」
。
し
か
し
、
そ

の
進
化
の
観
念
が
、
進
化
と
倫
理
を
説
い
た
ハ

ッ
ク
ス
レ
!
の
巌
復
誇

『
天
演

論
』
よ
り
は
、
む
し
ろ
宇
宙
の
進
化
を
論
じ
た
地
質
準
的
な
進
化
論
の
中
に
先

ず
は
霞
酵
し
て
い
る
と
推
測
さ
れ
る
こ
と
は
、
き
わ
め
て
興
味
深
い
。
そ
し

て
、
そ
れ
は
ま
た
、
康
有
篤
思
想
の
解
緯
に
お
い
て
、
一
つ
の
重
要
な
鍵
を
提

示
す
る
も
の
で
あ
る
よ
う
に
、
私
に
は
思
わ
れ
る
。

第
三
に
、
私
は
こ
こ
で
、
『
康
肇
舟
讐
槙
』
に
つ
い
て
の
著
者
の
考
察
を
あ

げ
て
お
き
た
い
。
こ
の
書
物
は
「
清
朝
碑
皐
振
の
捧
尾
を
飾
る
に
ふ
さ
わ
し
い
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書
論
」
と
さ
れ
、
そ
の
内
容
は

「
嘗
時
ま
で
に
出
土
し
た
碑
刻
す
べ
て
を
網
羅

し
て
系
統
的
に
整
理
し
た
も
の
」
で
あ
る
が
、
そ
の
内
容
が
愛
国
論
と
し
て
の
特

殊
性
を
幣
び
て
い
る
こ
と
も
あ
っ
て
、
そ
の
分
野
か
ら
す
る
論
及
は
と
も
か

く
、
こ
れ
を
康
有
震
思
想
全
燈
の
中
で
位
置
づ
け
る
と
い
う
作
業
は
、
管
見
の

限
り
、
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
著
者
は
、
こ
の
著
述
の
特
質

を
追
い
な
が
ら
、
同
時
に
、
康
有
潟
の
書
皐
研
究
が
の
ち
の

『新
皐
偽
経
考
』

の
最
も
重
要
な
問
題
で
あ
る
古
文
偽
作
設
に
と
っ
て
の
基
礎
的
作
業
の
一
部
分

を
な
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
す
る
。
つ
ま
り
彼
は
、
こ
の
時
期
、
金

石
碑
文
を
素
材
と
す
る
文
字
皐
研
究
を
行
な
う
に
際
し
て
、
「
文
字
流
鑓
設
」

す
な
わ
ち
H

文
字
は
す
べ
て
繁
か
ら
筒
へ
と
嬰
化
す
る
H

と
い
う
考
え
方
を
と

り
、
こ
う
し
て
、
の
ち
の
『
新
皐
偽
経
考
』
に
お
い
て
最
も
重
要
な
ポ
イ
ン
ト

の
一
つ
と
な
る
、
い
わ
ゆ
る
「
古
文
」
に
闘
し
、
こ
れ
は
「
春
秋
戦
園
の
遺
物

で
あ
る
一
銭
鼎
に
刻
さ
れ
た
文
字
に
基
い
て
、
隷
書
に
似
て
は
い
る
が
詑
形
奇
製

な
書
慢
を
つ
く
り
出
し
た
劉
飲
に
よ
る
偽
造
だ
」
と
す
る
主
張
を
抱
く
に
至
る

わ
け
で
あ
る
。
康
有
震
の
こ
う
し
た
議
論
は
、
む
ろ
ん
こ
ん
に
ち
か
ら
み
れ
ば

改
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
貼
が
多
く
、
そ
の
文
字
流
愛
読
も
決
し
て
正
し
い
と

は
い
え
な
い
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
研
究
が
少
く
と
も
『
新
皐
偽
経
考
』
と
い

う
破
天
荒
な
著
述
の
基
礎
に
存
在
し
て
い
た
と
い
う
推
測
は
、
き
わ
め
て
説
得

的
で
あ
る
。

著
者
は
、
本
章
の
第
三
論
文
に
お
い
て
『
桂
皐
答
問
』
著
作
時
期
の
康
有
震

の
思
想
を
扱
い
、
彼
が
公
羊
俸
濁
傘
に
向
う
過
程
を
辿
り
つ
つ
、
次
の
よ
う
に

述
べ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
「
こ
の
よ
う
な
過
程
は
、
裏
返
し
て
い
う
と
、

良
の

孔
子
の
遁
の
毅
現
を
阻
ん
だ
も
の
を
認
識
す
る
過
程
で
あ
り
、
そ
の
最
初
は
朱

次
埼
に
孔
子
の
道
に
直
援
に
復
蹄
す
る
こ
と
を
数
え
ら
れ
、
つ
い
で
そ
の
妨
害

者
と
し
て
ま
ず
劉
歓
が
そ
の
偽
作
の
故
に
非
難
さ
れ
、
暴
露
さ
れ
た

の
で
あ

り
、
萄
子
と
朱
子
と
が
、
前
者
は
春
秋
を
縫
承
せ
ず
し
て
「
小
康
の
統
」
を
つ

い
だ
が
た
め
に
、
後
者
は
修
己
の
皐
を
い
う
だ
け
で
救
世
の
皐
を
明
ら
か
に
し

な
か
っ
た
・
か
た
め
に
否
認
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
萄
子

・
朱
子
の
否
定
は
、
逆
に

孟
子
の
積
極
的
評
債
で
も
あ
る
。
「
不
忍
人
の
仁
」

「
不
忍
人
の
政
」

が
孔
子
改

制
の
寅
質
的
内
容
と
さ
れ
る
の
は
、
『
躍
濯
』
の
大
同
小
康
思
想
へ

の
接
近
の

端
緒
と
な
る
。
は
た
し
て
『
春
秋
董
氏
皐
』
で
早
く
も
、
大
同
小
康
と
三
世
進

化
設
と
の
融
合
の
雛
型
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
が
更
に
成
熟
し
た
と
こ

ろ
に
、
『
大
同
書
』
に
み
ら
れ
る
庚
大
無
漫
な
ユ

ー
ト
ピ
ア
的
大
同
世
界
の
構

想
と
な
る
の
で
あ
る
。
」

お
そ
ら
く
こ
れ
は
、
康
有
震
の
思
想
形
成
過
程
に
つ
い
て
の
一
つ
の
側
面
か

ら
す
る
き
わ
め
て
適
確
な
要
約
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
『
自
編
年
譜
』
を
含

め
て
前
後
撞
着
の
記
述
の
多
い
、
彼
の
思
想
形
成
、
過
程
の
復
元
、
整
理
に
、
著

者
は
よ
く
成
功
し
て
い
る
。
そ
こ
で
と
ら
れ
る
方
法
は
、
ど
こ
ま
で
も
テ
キ
ス

ト
に
卸
し
つ
つ
、
内
在
的
に
理
解
、
整
理
し
て
い
く
と
い
う
ア
プ
ロ
ー
チ
で
あ

る
。
そ
し
て
、
こ
こ
に
示
さ
れ
る
康
有
震
思
想
の
在
り
方
は
、
彼
の
思
想
そ
の

も
の
の
意
義
及
び
位
置
づ
け
を
、
よ
り
庚
い
視
野
の
中
で
検
査
す
る
た
め
の
重

要
な
礎
石
を
提
供
す
る
も
の
と
い
う
べ
き
だ
ろ
う
。
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間
「
第
=
一章
」
に
お
い
て
、

量
的
に
も
多
く
を
占
め
、
か
つ
突
込
ん
だ
考
察

が
な
さ
れ
て
い
る
の
は
、
「
梁
啓
超
の
政
治
思
想
|
|
日
本
亡
命
か
ら
革
命
波

と
の
論
戦
ま
で
|
|
」
と
題
さ
れ
た
論
文
で
あ
り
、
こ
こ
に
は
、
他
に
五
つ
の

論
文
、
す
な
わ
ち
「
康
有
篤
暗
殺
事
件
を
め
ぐ
っ
て
|
|
中
西
重
太
郎
の
書
簡

の
解
説
l
|
」

「
康
有
震
の
須
磨
客
寓
時
代
」

「
辛
亥
革
命
期
に
お
け
る
ア
ジ
ア

連
帯
の
思
想
|
|
章
柄
麟
・
劉
師
培
を
中
心
と
し
て
|
|
」
「
魯
迅
と
越
社
|
|

辛
亥
革
命
期
の
魯
迅
の
一

側
面
|
|
」
「
胡
適
の
思
想
」
が
並
ぶ
。
こ
れ
ら
の
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諸
論
文
が
お
お
む
ね
か
な
り
限
ら
れ
た
テ
!
?
に
つ
い
て
の
専
論
で
あ
る
の
に

到
し
、
前
掲
「
梁
啓
超
」
論
交
は
、
全
健
と
し
て
、
前
章
に
つ
づ
く
骨
太
な
労

作
と
評
債
で
き
よ
う
。
し
た
が
っ
て
こ
こ
で
は
主
と
し
て
こ
の
論
文
に
つ
い
て

の
論
結
を
紹
介
し
て
み
よ
う
。

梁
啓
超
に
つ
い
て
も
ま
た
、
康
有
信
州
と
並
ん
で
そ
の
考
察
は
数
多
い
。
し
か

し
、
著
者
は
、
従
来
の
研
究
に
あ
き
た
ら
ぬ
諸
燃
を
あ
げ
、
彼
の
深
刻
な
劉
外

的
危
機
認
識
を
追
求
し
た
う
え
で
、
つ
ま
る
所
)
梁
啓
超
が
こ
の
危
機
に
劃
し

て
、
ど
の
よ
う
な
方
策
を
も
っ
て
立
ち
向
お
う
と
し
た
か
、
そ
し
て
そ
の
思
想

は
、
ど
の
よ
う
な
構
造
を
も
っ
て
い
た
か
を
問
お
う
と
す
る
。
思
い
切
っ
て
要

約
す
れ
ば
、
そ
の
斬
新
な
主
張
、
新
し
い
翠
設
の
精
力
的
な
紹
介
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
著
者
に
よ
れ
ば
、
梁
啓
超
の
思
想
は
、
そ
の
根
抵
に
お
い
て
「
奮
道
徳
」

を
温
存
さ
せ
て
お
り
、
時
に
懸
じ
て
、
そ
の
主
張
の
前
進
、
寸
後
退
」
は
あ
っ

た
に
せ
よ
、
そ
こ
に
は
奮
中
園
の
思
想
的
構
造
が
濃
厚
に
存
在
し
て
い
た
と
す

る
の
で
あ
る
。
辛
亥
革
命
前
に
つ
い
て
み
れ
ば
、
こ
の
問
題
は
、
一
九
O
三
・

四
年
を
境
と
す
る
、
有
名
な
梁
魯
超
の
主
張
の
繁
化
、
す
な
わ
ち
ル
ソ
l
主
義

か
ら
プ
ル
ン
チ
ュ
リ
l
皐
設
へ
の
鱒
換
に
お
い
て
、
最
も
明
白
に
あ
ら
わ
れ
よ

う
。
彼
が
一
九
0
0年
代
-
初
め
の
一
時
期
、
「
新
民
設
」
に
お
い
て
、
自
由
・

卒
等
を
論
じ
、
権
利
を
撃
高
に
主
張
し
た
時
、
そ
れ
は
と
も
か
く
も
彼
が
こ
の

思
想
を
明
確
に
受
け
入
れ
て
い
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

こ
の
黙
に
つ
い
て
の
著
者
の
考
察
は
、
鰍
民
法
運
動
期
、
社
曾
進
化
論
の
受
容
の

特
質
に
も
さ
か
の
ぼ
っ
て
詳
細
マ
あ
る
。
結
論
的
に
い
え
ば
、
梁
啓
超
が
一
時

期
、
「
公
徳
」
の
内
容
と
し
て
高
唱
し
た
諸
徳
目
、
す
な
わ
ち
権
利
観
念
、
自

由
、
自
治
、
進
歩
、
自
辱
な
ど
は
「
長
い
開
、
家
や
宗
族
の
枠
の
中
に
閉
じ
こ

め
ら
れ
て
い
た
人
聞
を
解
放
し
、
か
れ
ら
を
個
々
の
人
聞
と
し
て
把
垣
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
園
家
と
の
聞
に
権
利
義
務
の
法
的
諸
関
係
を
と
り
結
ぼ
う
と
す

る
」
も
の
で
あ
り
、
「
中
園
二
千
年
来
の
歴
史
に
お
け
る
人
開
観
と
し
て
は
、

最
も
衝
撃
的
な
解
毒
剤
で
あ
'っ
た
」
。
し
か
し
、
本
来
そ
の
よ
う
な
大
関
観
は
、

「
儒
激
的
家
族
倫
理
を
否
定
し
た
と
こ
ろ
に
成
立
す
べ
き
で
あ
る
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
彼
の
場
合
、
後
者
が
隠
蔽
さ
れ
包
接
さ
れ
た
ま
ま
で
、
近
代
的
自
我
の

確
立
が
求
め
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
」
。
彼
の
人
間
像
の
中
で
は
、

ー個
人
は
家

か
ら
解
き
放
た
れ
は
す
る
け
れ
ど
も
、
「
同
時
に
、
今
度
は
、
事
校
・
公
司
・

郷

市
・
府
州
豚
と
い
っ
た
圏
畿
の
中
の
個
人
と
し
て
再
び
把
復
さ
れ
る
」
。
「
利
己

心
は
、
按
大
さ
れ
て
利
他
愛
か
ら
園
家
愛
へ
と
街
の
矛
盾
も
な
く
連
績
的
に
整

合
的
に
抜
大
さ
れ
、
常
に
調
和
す
る
は
ず
の
も
の
で
あ
っ
た
」
。
こ
う
し
て
「
彼

の
意
識
に
あ
っ
て
は
、
儒
私
欲
的
家
族
倫
理
は
、
決
し
て
『
公
徳
』
的
な
個
我
の

確
立
に
と
っ
て
障
害
物
と
は
な
ら
な
か

っ
た
の
で
あ
る
」
。

私
事
に
わ
た
る
け
れ
ど
も
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
、
評
者
が
か
つ
て
梁
啓
超

の
立
場
の
「
鶴
換
」
と
表
現
し
た
こ
と
に
制
到
し
、
本
書
の
中
で
そ
れ
は
「
後
退
」

で
は
あ
る
が
「
鶴
換
」
で
は
な
か
っ
た
と
批
創
刊
を
う
け
て
い
る
。
こ
の
思
に
つ

い
て
は
、
私
は
、
著
者
の
指
摘
を
受
け
入
れ
た
い
と
思
う
。
綜
じ
て
、
私
は
か

つ
て
梁
啓
超
の
出炭
化
に
関
し
、
何
よ
り
も
そ
の
政
論
家
と
し
て
の
レ
ベ
ル
に
お

い
て
、
よ
り
多
く
立
論
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
と
も
あ
れ
、
梁
啓
超
の
思
想

に
つ
い
て
の
、
こ
の
よ
う
な
分
析
は
、
多
く
の
課
題
を
示
唆
す
る
も
の
と
い
え

よ
う
。
と
い
う
の
は
、
そ
の
人
間
観
あ
る
い
は
粧
品
聞
と
人
聞
の
関
係
の
把
握
を

遁
じ
て
、

一著
者
は
、
た
だ
に
梁
啓
超
の
み
な
ら
ず
、
よ
り
基
本
的
な
中
園
近
代

の
思
想
の
構
闘
の
一

面
を
提
示
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る。

n
d
 

nv 

凶
最
後
に
第
四
章
は
、
い
ず
れ
も
近
代
科
拳
の
受
容
に
関
す
る
、
き
わ
め

て
基
礎
的
な
研
究
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
、
「
近
代
的
科
皐
用
語
の
形
成
と
定
着
」

「
清
末
に
お
け
る
科
皐
教
育
|
|
上
海
・
格
致
書
院
の
場
合
l
l
l」
「
清
末
の
科
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閣
内
干
者
・
徐
誇
に
つ
い
て
」
「
清
末
民
園
初
化
皐
史
の
一
側
面
|
|
元
素
漠
誇
名

の
定
着
過
程
|
|
」
「
『
西
摩
書
目
表
』
と
『
東
西
摩
書
録
』
」
「
清
末
に
お
け
る

西
欧
論
理
皐
の
受
容
に
つ
い
て
」
「
中
園
科
皐
祉
の
成
立
に
つ
い
て
」
の
七
篇

が
牧
め
ら
れ
る
。

本
意
は
、
全
鐙
と
し
て
、
ア
ヘ
ン
戦
争
以
後
の
科
築
史
を
三
期
に
わ
け
た
う

え
で
、
第
二
期
ま
で
(
|
一
九
四
九
)
を
様
A

の
側
面
か
ら
考
察
す
る
が
、
相
到

象
の
性
質
か
ら
し
て
も
、
あ
く
ま
で
も
モ
ノ
に
即
し
た
遁
求
が
試
み
ら
れ
、
そ

れ
が
ま
た
、
本
章
の
著
し
い
特
色
を
な
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
諸
論
文
の
執
筆
は

主
と
し
て
昭
和
四

0
年
代
に
始
ま
り
、
ご
く
最
近
に
及
ん
で
い
る
が
、
お
そ
ら

く
こ
う
し
た
分
野
で
の
研
究
は
、
著
者
の
視
野
と
方
法
を
よ
り
豊
か
に
し
た
と

み
て
よ
い
だ
ろ
う
。
特
に
コ
元
素
漢
謬
名
の
定
着
過
程
」
の
考
察
、
「
上
海
・
格

致
書
院
」
に
つ
い
て
の
論
稿
は
、
お
よ
そ
近
代
科
皐
の
受
容
に
ど
れ
ほ
ど
地
み

ち
な
努
力
が
要
求
さ
れ
た
か
、
そ
れ
が
ど
の
よ
う
な
人
々
に
よ
っ
て
鎗
わ
れ
た

か
を
、
い
わ
ば
同
様
の
丹
念
な
追
求
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
し
て
く
れ
て
い
る
。

「
格
致
書
院
」
に
つ
い
て
は
、
ピ
ガ
l
シ
ュ
タ
ッ
フ
、
ベ
ネ

ッ
ト
の
研
究
に
多

く
を
依
践
す
る
と
は
い
え
、
こ
れ
ま
で
中
園
で
も
ほ
と
ん
ど
ふ
れ
ら
れ
な
か
っ

た
問
題
で
あ
り
、
そ
の
意
義
は
大
き
い
。
そ
し
て
、
著
者
は
ま
た
、
最
近
の
中

園
に
お
け
る
ジ
ョ
ン

・
フ
ラ
イ
ヤ
l
に
関
す
る
記
述
の
一
つ
に
も
言
及
し
、

H

西
洋
宣
教
師
た
ち
が
、
た
だ
宗
数
宣
俸
の
た
め
に
の
み
自
然
科
皐
紹
介
を
行

な
っ
た
H

と
い
う
「
極
端
に
一
面
的
で
且
つ
事
貨
に
も
と
る
-評債
」
を
い
ま
し

め
て
い
る
。

な
お
本
章
の
中
で
「
清
末
に
お
け
る
西
欧
論
理
皐
の
受
容
」
は
、
鍛
復
、

梁

啓
超
、
そ
し
て
梁
と
革
命
波
と
の
論
戦
な
ど
を
扱
い
つ
つ
、
そ
の
受
容
が
現
賓

の
政
治
的
社
合
的
思
想
的
諸
状
況
の
中
で
、
き
わ
め
て
「
質
践
性
」
を
幣
び
た

も
の
と
し
て
展
開
さ
れ
た
こ
と
を
指
摘
し
て
、
興
味
深
い
。
お
そ
ら
く
こ
う
し

た
形
で
の
捉
え
方
は
、
そ
れ
を
よ
り
深
く
展
開
す
る
時
、
清
末
思
想
の
研
究
を

新
し
い
文
脈
の
中
で
讃
み
な
お
す
た
め
の
一
つ
の
契
機
と
な
る
よ
う
に
、
私
に

は
思
わ
れ
る
。

ほ
ぼ
二
十
年
聞
に
わ
た
る
諸
論
文
の
聞
に
は
、
そ
の
方
法
、
濃
淡
に
お
い
て

差
が
あ
り
、
ま
た
相
互
関
に
多
少
の
重
複
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、

全
墜
と
し
て
、
本
書
は
や
は
り
そ
の
年
月
に
ふ
さ
わ
し
い
重
量
感
を
も
っ
と
い

っ
て
よ
い
だ
ろ
う。

そ
う
し
た
事
貨
を
前
提
に
し
た
う
え
で
、

最
後
に
若
干
の

感
想
を
つ
け
加
え
よ
う
。

は
じ
め
に
、
私
は
、
近
代
中
園
思
想
研
究
史
上
の
流
れ
に
言
及
し

て
、
「停

統
と
努
革
」
と
い
う
大
き
い
枠
組
み
に
つ
い
て
ふ
れ
た
。
こ
の
枠
組
み
と
は
、

言
葉
を
か
え
て
い
え
ば
、
よ
り
康
く
、
歴
史
に
お
け
る
継
承
と
断
絶
、
あ
る
い

は
連
織
と
非
連
績
と
い
う
基
本
的
な
課
題
へ
と
つ
ら
な
る
も
の
で
も
あ
っ
た
ろ

う
。
い
ま
、
本
書
全
鐙
を
あ
ら
た
め
て
ふ
り
返
っ

て
み
る
時
、
こ
の
書
物
は
こ

う
し
た
課
題
に
つ
い
て
、
ど
の
よ
う
に
か
か
わ
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

著
者
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
論
文
に
お
い
て
、
そ
の
筆
致
は
慎
重
で
あ
り
、
そ
の

結
論
は
控
え
め
で
あ
る
。
た
だ
、
そ
の
「
ま
え
が
き
」
に
お
い
て
、
著
者
は
、

な
お
未
解
答
の
、
し
か
し
年
来
の
疑
問
と
断
り
つ
つ
、
次
の
よ
う
な
二
つ
の
問

題
を
提
示
し
て
い
る
。
少
し
く
引
用
し
て
み
よ
う
。

「
第
一
の
問
題
は
、
個
人
が
宗
族
・

家
族
・
村
落
等
々
の
血
縁
的

・
地
縁
的

な
腕
を
断
ち
切
っ
て
、
自
主
的
自
律
的
存
在
と
し
て
の
権
利
を
確
認
す
る
よ
う

な
思
想
が
、
西
欧
近
代
思
想
に
接
し
た
後
に
あ
っ

て
も
、
つ
い
に
提
出
さ
れ
る

こ
と
が
な
か

っ
た
。

中
園
は
、
人
聞
の
権
利
が
個
人
と
し
て
確
立
さ
れ
な
い
ま
'

ま
に
、
祉
曾
主
義
と
い
う
、
い
わ
ば
全
鐙
優
先
の
祉
舎
を
選
揮
し
た

の
で
あ

-198-
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る
。
:
:
:

第
二
の
問
題
は
、
中
園
が
西
欧
近
代
科
皐
を
受
容
し
た
後
に
お
い
て
も
、
中

園
の
思
想
家
た
ち
は
、
自
ら
の
近
代
的
自
然
貌
l
lひ
い
て
は
、
近
代
的
社
禽

相酬を

l
l
f構
築
し
え
な
い
ま
ま
に
今
日
に
至
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

:
:
道
と
器
、
値
と
用
、
と
い
っ
た
思
考
の
枠
組
み
の
中
で
、
つ
ま
り
器
や
用

の
面
に
お
い
て
西
欧
近
代
を
受
容
し
よ
う
と
す
る
態
度
は
、
今
日
に
お
い
て
も

獲
っ
て
い
な
い
よ
う
に
恩
わ
れ
る
」
。

お
そ
ら
く
こ
れ
は
、
研
究
の
嘗
初
か
ら
著
者
の
中
に
潜
在
し
、
か
つ
次
第
に

明
確
な
形
を
と
つ
で
頴
在
佑
し
て
き
た
問
題
で
あ
る
に
ち
が
い
な
い
。
そ
し

て
、
そ
れ
は
ま
た
、
た
だ
に
近
代
中
園
の
み
な
ら
ず
、
よ
り
さ
か
の
ぼ
っ
て
、

お
よ
そ
中
園
思
想
な
る
も
の
の
根
抵
に
横
た
わ
る
基
本
的
な
課
題
の
一
つ
で
も

あ
る
だ
ろ
う
。

-
議
γ

た
ぶ
ん
私
た
ち
は
、
著
者
の
い
う
よ
う
に
「
個
人
の
自
主
的
自
律
的
存
在
と

し
て
の
権
利
を
確
認
す
る
よ
う
な
思
想
が
つ
い
に
提
出
さ
れ
る
こ
と
が
な
か
っ

た
」
と
い
う
命
題
を
、
承
認
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
も
知
れ
な
い
。
そ
れ

は
、
他
な
ら
ぬ
著
者
の
扱
っ
た
限
り
で
の
思
想
史
的
事
実
が
詮
帽
列
し
て
い
る
と

こ
ろ
と
も
い
っ
て
い
い
。
だ
が
、
思
う
に
、
そ
の
こ
と
が
意
味
す
る
も
の
は
、

や
は
り
決
し
て
単
純
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
中
園
思
想
の
在
り
方
の

一

つ
を
指
示
す
る
も
の
で
は
あ
っ
て
も
、
む
ろ
ん
他
の
解
調
を
排
除
す
る
も
の
で

は
あ
る
ま
い
。
も
し
方
法
的
に
い
う
な
ら
ば
、
私
た
ち
は
、
さ
ら
に
多
く
の
現

角
か
ら
す
る
ア
プ
ロ
ー
チ
を
今
後
も
積
み
重
ね
て
い
く
必
要
が
あ
る
よ
う
に
思

わ
れ
る
。

た
と
え
ば
、
著
者
の
指
摘
の
背
後
に
存
在
す
る
と
想
定
さ
れ
る
個
人
と
全
鐙

と
い
う
大
き
い
闘
式
の
他
に
、
か
り
に
個
燈
|
集
鰻
l
全
健
と
い
う
一
一
一
項
削
到
立

の
図
式
に
よ
る
讃
解
を
導
入
す
れ
ば
、
そ
こ
に
は
、
ど
の
よ
う
な
構
造
と
世
界

が
出
現
す
る
こ
と
に
な
る
の
だ
ろ
う
か
。
康
有
震
に
つ
い
て
、
梁
啓
超
に
つ
い

て
、
ま
た
胡
遁
や
中
園
科
暴
祉
の
思
想
に
つ
い
て
、
そ
れ
ら
を
讃
み
と
る
た
め

の
、
な
お
未
知
な
る
鍵
は
存
在
し
て
い
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
、
そ
れ
ら

を
摸
索
す
る
た
め
に
は
、
私
た
ち
は
、
い
っ
そ
う
庚
い
比
較
の
庚
野
へ
と
つ
れ

出
さ
れ
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
こ
れ
は
、
私
た
ち
の
そ
れ
ぞ
れ
の
債
値
判
断

と
は
別
の
次
元
に
お
い
て
、
な
お
私
た
ち
の
前
に
置
か
れ
て
い
る
一
つ
の
震
要

な
課
題
で
あ
る
よ
う
に
私
に
は
思
わ
れ
る
。

著
者
が
、
今
後
、
古
代
へ
、
そ
し
て
道
数
へ
と
関
心
を
移
さ
れ
る
に
せ
よ

(
「
あ
と
が
き
」
)、
あ
る
い
は
近
代
中
園
の
思
想
に
、
い
っ
そ
う
の
焦
黙
が
-
合
さ

れ
る
に
せ
よ
、

著
者
の
こ
の
二
つ
の
問
題
か
、
よ
り
庚
い
視
野
の
中
で
検
詮
さ

れ
、
成
果
を
生
む
こ
と
を
期
待
し
た
い
。

一
九
八
三
年
三
月

ー京

都

同

朋

舎

A
五
版
五
八
六
頁
一
五

0
00
園

-199ー

池
田
誠
・
田
尻
利
・
山
本
恒
人
・
西
村
成
雄
・
奥
村
哲
著

中
国
工
業
化
の
歴
史

中
国
労
働
運
動
史
研
究
舎

近
代
の
中
園
経
済
に
閲
す
る
通
史
的
書
物
は
、
こ
れ
ま
で
皆
無
で
あ
っ
た
。

日
本
の
み
な
ら
ず
中
園
に
お
い
て
も
ほ
.
ほ
そ
う
で
あ
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
。

「
中
園
近
代
経
済
史
」
と
の
表
題
を
冠
し
た
既
刊
書
は
、
す
べ
て

一
九
四
九
年

も
し
く
は
そ
れ
以
前
の
時
期
〈
H
中
華
人
民
共
和
園
成
立
以
前
〉
に
お
い
て
、


