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批

評
・
紹

介

漬
下
武
志
著

近
代
中
園
の
国
際
的
契
機

|
|
朝
貢
貿
易
シ
ス
テ
ム
と
近
代
ア
ジ
ア
||

ク
リ
ス
チ
ャ
ン

・
ダ
ニ
エ
ル
ス

社
曾
科
撃
に
し
ろ
、
人
文
科
事
に
し
ろ
、
デ
ィ
シ
プ
リ
ン
を
問
わ
ず
、
ま
た

研
究
者
の
園
籍
に
か
か
わ
ら
ず
、
ア
ジ
ア
・
ア
フ
リ
カ
な
ど
非
欧
米
祉
舎
を
研

究
す
る
者
の
聞
で
、
近
代
の
普
遍
的
論
理

・
債
値
鐙
系
が
分
析
の
目
を
曇
ら

せ
、
寅
値
を
ぼ
や
け
さ
せ
て
拭
い
取
れ
な
い
障
害
物
に
な
っ
て
い
る
と
言
わ
れ

て
か
ら
す
で
に
久
し
い
。
こ
の
普
遍
的
論
理
・
償
値
慢
系
と
は
、
十
九
世
紀
以

降
の
西
洋
世
界
に
お
い
て
形
成
さ
れ
た
普
週
間
論
理

・
債
値
盟
系
そ
の
も
の
で

あ
る
の
で
、
そ
れ
を
非
欧
米
社
舎
に
蛍
て
は
め
よ
う
と
し
て
も
合
致
し
な
い
の

は
晶
画
然
で
あ
ろ
う
。
一

九
七

0
年
代
末
以
来
徐
々
に
願
者
に
な
っ
た
、
近
代
中

園
史
研
究
に
お
け
る
方
法
論
的
行
き
詰
ま
り
は
、
こ
の
類
の
問
題
と
無
縁
で
は

な
い
と
恩
わ
れ
る
が
、
こ
の
問
題
に
岡
県
正
面
か
ら
取
り
組
む
研
究
者
は
極
少
で

あ
る
。
本
書
は
、

こ
の
行
き
詰
ま
り
を
打
開
す
ベ
く
、
中
園
近
代
史
の
分
野
に

お
い
て
、
西
洋
世
界
の
普
通
性
に
代
わ
る
分
析
枠
組
み
の
構
築
を
模
索
し
て
い

る
。
こ
れ
は
西
洋
側
か
ら
で
は
な
く
ア
ジ
ア
側
か
ら
中
園
近
代
史
に
含
ま
れ
る

多
様
な
事
貨
の
中
か
ら
新
た
な
理
論
枠
組
み
を
導
き
出
す
、
苦
難
に
満
ち
た
管

局
で
あ
り
、
著
者
の
苦
悩
の
ほ
ど
が
行
聞
か
ら
診
み
出
て
い
る
。

近
代
中
園
史
研
究
の
根
底
を
貫
く
こ
の
西
洋
世
界
の
普
遍
性
は
、
ア
ジ
ア
の

近
代
史
が
欧
米
か
ら
の
衝
撃
に
釘
隠
し
て
展
開
し
た
も
の
で
あ
る
と
す
る
「
西

洋
の
衝
懲
」
の
接
近
方
法
に
端
的
に
現
れ
て
い
る
。
こ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
で
は
、

ア
ジ
ア
近
代
史
の
出
褒
貼
は
、
近
代
西
洋
の
ア
ジ
ア
進
出
、
す
な
わ
ち
、
イ
ギ
リ

ス
綿
業
資
本
に
よ
る
英
印
中
の
三
角
貿
易
関
係
の
成
立
に
置
か
れ
、
そ
の
後
の

ア
ジ
ア
側
の
歴
史
と
い
う
も
の
は
、
欧
米
に
似
到
す
る
封
態

・
反
抗
で
あ
っ
た
と

い
う
理
論
枠
組
み
を
形
作
っ
た
と
さ
れ
る
。
本
書
は
、
こ
の
「
西
洋
の
衝
撃
」

に
よ
る
歴
史
的
把
揮
を
再
検
討
す
る
こ
と
を
主
題
に
、
統
一
的
且
つ
普
週
間
な

ア
ジ
ア
理
解
を
目
指
し
て
い
る
。
著
者
は
か
か
る
理
解
を
ア
ジ
ア
内
部
に
求
め

て
、
そ
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
、
次
の
四
つ
の
硯
角
か
ら
な
る
分
析
枠
組

み
を
構
想
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
ア
ジ
ア
を
律
す
る
内
的
秩
序
と
し
て
、

(
一
)
中
園
の
ア
ジ
ア
と
の
紐
州
市

(
二
〉
地
域
概
念

ア
ジ
ア
の
自
己
認
識
を
検
出
す
る
た
め
に
、

(三
)
同
時
代
人
の
時
代
認
識

ま
た
近
現
代
経
済
社
舎
の
根
底
を
な
す
論
理
を
導
き
出
す
た
め
に
、

(
四
)
通
時
代
的
概
念

を
そ
れ
ぞ
れ
設
定
し
て
い
る
。
著
者
が
論
じ
る
ア
ジ
ア
は
中
園
を
中
心
と
す
る

も
の
だ
が
、
そ
の
周
途
地
威
、

特
に
東
南
ア
ジ
ア
と
の
関
係
が
視
野
に
入
っ
て

い
る
の
で
、
こ
の
分
析
枠
組
み
は
近
代
中
園
史
研
究
の
み
な
ら
ず
、
近
郊
分
野

の
近
代
日
本
史

・
東
南
ア
ジ
ア
史
研
究
に
も
有
用
で
あ
ろ
う
。
本
書
の
最
大
の

メ
リ
ッ
ト
は
、
こ
の
分
析
枠
組
み
の
提
唱
、
と
り
わ
け
ア
ジ
ア
内
部
の
動
き
の

中
か
ら
論
理
を
導
く
姿
勢
に
あ
る
と
言
っ
て
よ
い
と
思
わ
れ
る
。

本
書
は、

一
九
八
九
年
に
刊
行
さ
れ
た
中
園
圏
内
経
済
を
扱
っ
た
寅
詮
的
大

著
『
中
園
近
代
経
済
史
研
究
|
|清
末
海
閥
財
政
と
開
港
場
市
場
閤
|
|
』

(
汲
古
書
院
、
一
九
八
九
年
)
に
次
ぐ
二
加
自
の
大
作
で
あ
る
。
こ
こ
に
牧
録
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さ
れ
て
い
る
論
文
は
、
一
九
七
六
年
か
ら
一
九
八
八
年
ま
で
の
聞
に
褒
表
さ
れ

た
も
の
で
あ
り
、
各
々
が
そ
の
執
筆
時
の
問
題
関
心
を
反
映
し
つ
つ
、
向
且
つ

一
貫
し
た
論
旨
を
保
っ
て
い
る
。
以
下
、
全
鰻
の
構
成
を
目
次
に
よ
っ
て
示
し

た
後
、
評
者
な
り
に
そ
の
内
容
を
上
記
の
四
つ
の
視
角
に
照
ら
し
て
簡
皐
に
紹

介
し
て
、
若
干
の
感
想
を
述
べ
さ
せ
て
い
た
だ
く
。
な
お
、
こ
れ
ら
の
視
角

は
、
何
章
か
に
重
な
っ
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
場
合
が
多
く
、
ま
た
著
者
の
分
析

枠
組
み
を
よ
り
網
羅
的
に
捉
え
る
た
め
に
、
敢
え
て
章
ご
と
に
内
容
を
要
約
し

な
か
っ
た
こ
と
を
お
断
り
す
る
。

序

章

近
代
ア
ジ
ア
史
研
究
の
課
題

第
一

章

朝
貢
貿
易
シ
ス
テ
ム
と
近
代
ア
ジ
ア

第
二
章

近
代
ア
ジ
ア
貿
易
圏
に
お
け
る
銀
流
通

第
三
章

銀
債
騰
貴
と
外
園
貿
易
構
造
の
愛
化

第
四
章

イ
ギ
リ
ス
銀
行
資
本
の
中
園
進
出
過
程

第
五
章

イ
ギ
リ
ス
脅
園
経
済
と
中
薗
|
|
香
港

第
六
章

近
代
中
闘
に
お
け
る
「
ア
ジ
ア
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
」

結
び
現
代
中
園
と
近
代
史
研
究
|
|
中
園
吐
舎
の
理
解
に
向
け
て
|
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(
一
)
中
園
の
ア
ジ
ア
と
の
紐
帯

中
閣
の
ア
ジ
ア
と
の
紐
帯
と
い
う
視
角
は
、
中
園
近
代
史
が
「
西
洋
の
衝

寧
」
に
よ
っ
て
開
始
さ
れ
た
と
す
る
翠
設
を
再
検
討
す
る
た
め
に
設
定
さ
れ
た

も
の
だ
が
、
そ
れ
は
主
に
以
下
の
内
容
を
含
ん
で
い
る
。
す
な
わ
ち
、
近
代
西

洋
の
到
来
以
前
か
ら
、
中
園
を
中
心
と
す
る
ア
ジ
ア
内
部
に
は
、
外
交
の
側
面

で
は
自
律
的
な
園
際
秩
序
が
あ
り
、
ま
た
経
済
の
側
面
で
は
固
有
の
ア
ジ
ア
威

内
貿
易
圏
が
存
在
し
た
。
西
洋
諸
圏
、
と
り
わ
け
ス
ペ
イ
ン
、
ポ
ル
ト
ガ
ル

は
、
近
代
以
前
か
ら
こ
の
ア
ジ
ア
内
部
の
紐
帯
関
係
を
前
提
に
、
こ
の
威
内
貿

易
市
場
へ
の
参
入
を
果
し
た
。
一
八
五

0
年
代
、
ロ
ン
ド

γ
に
集
中
し
た
貿
易

決
済
関
係
構
造
の
深
化
に
伴
っ
て
、
イ
ギ
リ
ス
を
中
心
と
す
る
外
園
銀
行
が
、

中
園
市
場
に
進
出
し
て
中
圏
在
来
の
金
融
業
者
で
あ
る
銭
妊
を
介
し
て
農
村
金

融
に
ま
で
影
響
力
を
及
ぼ
す
よ
う
に
な
る
。
こ
れ
ら
外
園
銀
行
は
、
一
八
七

0

年
代
の
銀
債
下
落
に
針
庭
す
る
た
め
に
、
貿
易
金
融
制
度
を
改
め
て
ア
ジ
ア
市

場
を
改
編
し
た
が
、
そ
れ
に
伴
っ
て
前
近
代
か
ら
あ
る
ア
ジ
ア
域
内
貿
易
市
場

が
さ
ら
に
績
大
し
た
と
論
じ
て
い
る
。
そ
の
披
大
の
内
容
と
し
て
は
、
ジ
ャ
ワ

の
よ
う
に
ア
ジ
ア
域
内
の
金
本
位
制
を
使
用
す
る
植
民
地
と
、
そ
の
他
の
域
内

銀
本
位
制
を
使
用
す
る
図
家
と
の
貿
易
の
増
大
及
び
こ
の
園
々
へ
の
投
資
、
中

園
商
人
の
マ
レ
l
半
島
へ
の
投
資
の
増
大
、
金
銀
関
係
の
安
定
に
よ
る
ア
ジ
ア

域
内
銀
市
場
の
活
濃
化
な
ど
、
ア
ジ
ア
内
部
の
積
極
的
な
側
面
が
強
調
さ
れ
て

い
る
。
こ
こ
に
は
従
来
の
研
究
に
よ
っ
て
錨
か
れ
た
「
西
洋
の
衝
撃
」
に
曝
さ

れ
た
受
け
身
の
ア
ジ
ア
史
像
は
見
ら
れ
な
い
。

著
者
は
、
前
近
代
と
近
代
と
を
繋
ぐ
、
中
園
と
ア
ジ
ア
の
内
的
紐
帯
を
朝
貢

貿
易
シ
ス
テ
ム
と
い
う
概
念
で
具
鐙
的
に
示
し
て
い
る
。
こ
の
概
念
は
中
園
側

か
ら
ア
ジ
ア
を
把
鐘
す
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
が
、
十
九
世
紀
後
牢
に
な
っ

て
も
中
園
は
、
基
本
的
に
奮
朝
貢
園
と
の
関
係
を
沓
来
の
朝
貢
貿
易
鐙
制
内
で

理
解
し
て
い
る
と
書
い
て
い
る
(
一
一
一
九
l
四
O
頁
、
二
三
五
!
二
四
二
頁
)
。

ま
た
封
西
洋
閥
係
に
お
い
て
も
、
中
園
側
は
、
近
代
園
際
法
に
基
づ
い
て
日
本

と
帝
政
ロ
シ
ア
が
締
結
し
た
燦
約
を
、
園
家
閲
の
封
等
・
卒
等
関
係
と
概
念
し

て
い
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
し
て
い
る
(
四
二
J
四
三
頁
)
。
し
た
が
っ

て
、
朝
貢
貿
易
シ
ス
テ
ム
と
い
う
視
角
は
、
近
代
中
園
史
を
翠
な
る
十
九
世
紀

の
封
西
洋
関
係
と
い
う
短
期
閲
に
限
定
す
る
こ
と
な
く
、
針
ア
ジ
ア
関
係
の
長

期
的
歴
史
の
流
れ
の
中
に
据
え
て
把
捉
せ
ん
と
し
て
い
る
こ
と
を
合
意
し
て
い

る
と
言
え
よ
う
。
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近
代
中
園
の
歴
史
事
象
を
、
同
時
代
を
越
え
た
、
長
期
的
時
開
空
間
の
流
れ

の
中
で
問
題
視
角
を
見
出
そ
う
と
す
る
日
本
の
近
代
中
園
経
済
研
究
者
は
極
少

で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な

E
調
的
な
捉
え
方
は
、
質
誼
に
依
け
、

「紙
読
」
的
だ

と
決
め
つ
け
ら
れ
て
敬
遠
さ
れ
が
ち
だ
か
ら
で
あ
る
。
評
者
は
、
中
闘
の
ア
ジ

ア
と
の
紐
州
市
と
い
う
論
結
は
、

「
西
洋
の
衝
撃
」
を
再
検
討
し
て
歴
史
の
総
合

化
を
図
る
た
め
の
分
析
枠
組
み
と
し
て
成
功
し
て
い
る
と
考
え
る
。

何
故
な
ら

ば
、
近
代
の
み
で
は
見
え
な
い
ア
ジ
ア
の
内
夜
間
宮
閣
が
縫
績
的
に
把
渥
で
き
る

か
ら
で
あ
る
。
但
し
、
同
時
に
論
貼
の
精
度
を
深
め
る
叫
跡
地
も
存
在
す
る
よ
う

に
思
わ
れ
る
。

す
な
わ
ち
、
著
者
が
描
出
す
る
朝
貢
貿
易
シ
ス
テ
ム
像
は
、
明
代
初
期
か
ら

十
九
世
紀
に
至
る
ま
で
存
綴
し
た
そ
の
理
念
、
形
態
、
及
び
構
造
が
強
調
さ
れ

て
い
る
た
め
、
静
態
的
な
捉
え
方
に
偏
向
し
て
い
る
。
放
に
、
そ
の
動
態
的
な

側
面
に
留
意
す
れ
ば
、
以
下
の
よ
う
な
事
柄
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。
歴
史

事
賞
と
し
て
は
、
十
五
世
紀
の
明
の
成
化
年
聞
か
ら
十
六
世
紀
の
嘉
靖
年
聞
に

は
、
中
園
の
外
園
貿
易
の
主
流
は
、
狭
義
で
い
う
朝
貢
貿
易
で
は
な
く
、
違
法

に
も
か
か
わ
ら
ず
成
長
を
遂
げ
た
私
貿
易
で
あ
る
。
そ
の
勢
い
は
、

隆
殴
元
年

(
一
五
六
七
)
に
明
朝
園
家
を
し
て
海
禁
令
を
解
除
せ
し
め
た
ほ
ど
で
あ
っ

た
。
そ
の
後
、
一
貫
し
て
図
家
よ
り
も
、
民
間
一
商
人
が
海
外
貿
易
の
主
た
る
縫

い
手
で
あ
り
績
け
た
し
、
向
且
つ
こ
れ
ら
民
開
一
商
人
は
、
明
代
中
園
園
内
の
地

域
閲
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
加
え
て
、
東

・
東
南
ア
ジ
ア
に
ま
で
康
域
シ
ス
テ
ム
を

形
作
っ
た
。
こ
の
民
間
一商
人
の
活
動
こ
そ
、
朝
貢
貿
易
値
制
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム

で
あ
り
、
彼
ら
こ
そ
ア
ジ
ア
紐
憎
の
重
要
な
内
容
で
あ
る
。
著
者
は
、
私
貿
易

の
旗
大
に
鯛
れ
て
は
い
る
(
三
五
頁
、

三
七
頁
及
び
五
三
J
五
五
頁
)
が
、

さ
ら
に
民
間
商
人
の
活
躍
に
関
し
て
詳
述
す
れ
ば
、
朝
貢
貿
易
鐙
制
及
び
華
僑

の
経
済
活
動
が
よ
り
立
盤
的
に
把
揮
で
き
、
論
貼
を
補
強
す
る
こ
と
が
可
能
で

あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

会
一)
地
域
概
念

前
近
代
の
ア
ジ
ア
域
内
市
場
の
形
成
に
も
、
ま
た
近
代
の
そ
れ
の
形
成
に

も
、
著
者
は

「
歴
史
の
寅
態
が
生
起
す
る
場
」
と
し
て
は
、
園
家
及
び
園
際
と

い
う
分
析
枠
組
み
が
不
十
分
で
あ
る
と
し
て
、
そ
の
雨
者
の
閲
に
位
置
す
る
地

域
(
域
閥
〉
を
設
定
し
て
い
る
(
二
五
頁
)
。
経
済
史
に
お
い
て
は
、
こ
れ
は
、

園
民
経
済
と
世
界
経
済
と
を
媒
介
す
る
地
域
経
済
(
域
闘
経
済
)
を
重
視
す
る

こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
こ
の
概
念
は
本
書
で
い
う
、
中
園
の
ア
ジ
ア
と
の
紐

州
市
を
形
作
る
の
に
重
要
な
役
割
を
果
た
し
た
と
恩
わ
れ
る
の
で
、
先
ず
著
者
が

想
定
す
る
そ
の
内
容
を
見
て
み
よ
う
。

一
九
八
九
年
に
刊
行
さ
れ
た
著
者
の
談
演
記
録
に
は
次
の

よ
う
に
あ
る
。

「
『
地
域
』
は
、
こ
の
よ
う
な
上
位
下
位
の
関
係
に
お

い
て
で
は
な
く
、
『
地

域
』
に
重
な
り
合
い
な
が
ら
『
園
家
』
が
位
置
し、

グ
ロ

ー
バ
ル
な
問
題
も
論

議
さ
れ
、
更
に
『
地
方
』
も
そ
こ
に
含
め
ら
れ
る
。
『
地
域
』
を
概
念
化
す
る

過
程
で
、
『
地
域
』
は
内
包
と
し
て
の
一
般
定
義
に
向
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
外

延
と
し
て
、
地
域
の
包
掻
性
・
複
合
性
に
お
い
て
特
徴
付
け
ら
れ
る
」。
そ
の

特
徴
を
具
鐙
的
に
い
う
と
、
地
域
概
念
で
は
、
世
界
||
園
際
|

|
園
家
|

|

地
方
と
い
う
上
下
関
係
を
示
す
既
成
の
匿
分
法
に
重
き
を
置
か
ず
、
ま
た
世
界

シ
ス
テ
ム
論
の
中
心
|

|
周
迭
に
あ
る
よ
う
な
主
従
関
係
を
も
取
ら
な
い
。

む
し
ろ
、
「
周
設
は
必
ず
し
も
固
定
さ
れ
ず
、
濁
自
の
歴
史
的
意
味
を
持
ち
、

且
つ
中
心
は
時
に
は
『
周
迭
』
に
依
存
し
な
が
ら
『
中
心
』
の
役
割
を
果
た

打
〕
と
あ
る
よ
う
に
、
図
家
経
済
や
計
劃
経
済
の
レ
ベ
ル
で
は
捉
え
ら
れ
な
い

地
域
の
個
性
を
強
調
し
て
い
る
。

ア
ジ
ア
滅
内
の
多
地
域
聞
の
貿
易
全
鐙
は
、
朝
貢
貿
易
原
理
に
み
ら
れ
る
、
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中
心
|
周
逸
関
係
に
よ
っ
て
秩
序
づ
け
ら
れ
た
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
秩
序
の

構
造
空
関
と
し
て
、
中
心
に
位
置
す
る
中
園
の
周
迭
に
は
、
朝
貢
園
や
互
市

圏
、
さ
ら
に
華
僑
経
済
圏
が
配
さ
れ
て
い
る
が
、
従
来
の
研
究
に
あ
る
よ
う

な
、
中
園
と
朝
貢
園
と
の
聞
の
不
卒
等
な
立
場
に
代
表
さ
れ
る
主
従
関
係
は
論

議
さ
れ
て
お
ら
ず
、
む
し
ろ
こ
れ
ら
の
経
済
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
と
し
て
の
側
面
が

重
視
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
後
に
近
代
欧
米
が
こ
の
ア
ジ
ア
域
内
経
済
閣
に
参

入
し
て
か
ら
、
イ
ギ
リ
ス
が
香
港
と
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
を
建
設
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
ア
ジ
ア
域
内
経
済
圏
が
貿
易
・
投
資
・
迭
金
三
者
聞
を
調
整
す
る
た
め
の

中
縫
地
を
得
、
東
南
ア
ジ
ア
・
華
南
・
東
ア
ジ
ア
が
よ
り
一
一
層
結
び
つ
け
ら
れ

た
と
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
地
域
聞
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
潤
滑
に
し

た
の
が
中
園
移
民
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。

朝
貢
貿
易
僅
制
下
で
は
、
中
園
東
南
沿
岸
部
に
位
置
す
る
華
南
地
域
か
ら
、

東
南
ア
ジ
ア
へ
渡
航
し
た
中
園
移
民
が
、
故
郷
に
迭
金
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

ア
ジ
ア
域
内
市
場
が
形
成
さ
れ
た
。
イ
ギ
リ
ス
の
植
民
地
と
し
て
設
置
さ
れ
た

香
港
は
、
こ
の
歴
史
上
の
中
園
人
業
者
に
よ
る
移
民
|
|
迭
金
関
係
を
介
し

て
、
瞬
く
聞
に
中
園
か
ら
の
移
民

(H努
働
力
輸
出
)
と
金
融
の
中
縫
地
に
な

っ
た
。
中
園
固
有
の
経
済
活
動
の
特
質
は
、
地
縁
関
係
と
血
縁
関
係
を
基
盤
に

も
つ
地
域
的
な
結
合
の
強
さ
に
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
著
者
は
、
そ
の
圏
内
の

民
閉
経
済
活
動
の
原
理
が
、
そ
の
ま
ま
移
民
に
よ
っ
て
海
外
に
移
縛
さ
れ
、
い

わ
ば
「
封
外
的
さ
ら
に
は
園
際
的
な
庚
が
り
」
(
二
二
頁
)
を
も
っ
て
い
る
と

見
倣
し
て
い
る
。

し
か
し
、
著
者
の
論
じ
る
地
域
概
念
に
は
、
朝

4

一貝
貿
易
程
制
に
お
い
て
も
、

近
代
欧
米
の
ア
ジ
ア
進
出
過
程
に
お
い
て
も
、
園
家
聞
の
関
係
は
究
極
的
に
は

歴
史
事
賓
と
し
て
介
在
し
て
お
り
、
そ
の
地
域
と
園
家
と
を
ど
の
よ
う
に
総
合

す
る
か
と
い
う
問
題
が
存
在
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
著
者
が
構
築
す
る
分
析

視
角
は
、
金
融
及
び
民
聞
の
経
済
的
役
割
を
中
心
と
し
て
い
る
た
め
、
性
質

上
、
地
域
の
み
に
よ
る
統
一
的
な
把
握
が
可
能
で
あ
ろ
う
。
但
し
、
植
民
地
経

営
、
民
族
運
動
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
な
ど
園
家
や
政
治
的
側
面
を
抜
き
に
し
て

は
構
想
し
に
く
い
課
題
も
あ
る
。
本
書
の
論
旨
に
遜
色
を
輿
え
る
も
の
で
は
な

い
が
、
統
一
的
な
ア
ジ
ア
理
解
の
構
築
を
考
え
る
場
合
、
ま
た
地
域
概
念
の
有

数
性
を
高
め
る
た
め
に
も
、
今
後
こ
の
側
面
と
地
域
と
の
相
互
関
係
を
明
示
す

る
必
要
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

(
三
)
同
時
代
人
の
時
代
認
識

著
者
は
「
西
洋
の
衝
撃
」
を
中
心
と
し
た
歴
史
観
黙
は
、
「
ア
ジ
ア
の
自
己

認
識
の
内
容
が
西
洋
の
ア
ジ
ア
理
解
の
内
容
に
よ
っ
て
代
替
え
さ
れ
て
き
た

(
中
略
〉
す
な
わ
ち
、
西
洋
経
由
の
ア
ジ
ア
理
解
で
あ
る
」
(
一
一
一
一

O
頁
)
と

し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
ア
ジ
ア
の
自
己
認
識
を
浮
き
彫
り
に
す
る
た
め

に
、
著
者
は
同
時
代
人
の
時
代
認
識
と
い
う
新
し
い
親
角
を
設
定
し
て
い
る
。

こ
の
同
時
代
人
の
時
代
認
識
は
、
「
時
代
像
描
出
の
課
題
が
、
『
客
観
的
』
な

事
寅
を
明
ら
か
に
す
る
と
い
う
こ
と
よ
り
も
、
む
し
ろ
同
時
代
人
の
眼
を
介
し

て
認
識
さ
れ
た
同
時
代
像
を
捉
え
る
こ
と
、
い
わ
ば
『
時
代
の
偏
見
』
と
も
い

う
べ
き
同
時
代
人
の
視
野
の
範
園
と
そ
の
債
値
判
断
の
輪
郭
を
明
ら
か
に
す
る

こ
と
に
あ
る
」
(
一
二
七
頁
)
と
定
義
さ
れ
て
い
る
。
著
者
は
、
こ
の
視
角
に

立
脚
し
て
、
知
識
人
と
民
聞
と
の
ニ
レ
ベ
ル
を
想
定
し
、
蛍
時
の
中
園
人
が
西

洋
を
ど
の
よ
う
に
認
識
し
た
か
、
ま
た
西
洋
人
が
通
商
、
外
交
、
宣
数
師
を
通

じ
て
得
た
中
園
認
識
を
検
討
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
中
圏
在
来
の
負
債
概
念
な

ど
民
閲
側
に
焦
黙
を
世
田
て
た
興
味
深
い
指
摘
を
し
て
い
る
。

現
代
の
尺
度
で
歴
史
事
象
を
分
析
す
る
際
は
、
歴
史
上
の
嘗
事
者
の
考
え
方

が
等
閑
視
さ
れ
が
ち
で
あ
る
が
、
こ
こ
に
翠
げ
る
視
角
は
そ
の
蛍
事
者
を
重
親
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し
て
、
研
究
者
が
も
っ
先
入
視
を
是
正
せ
し
め
、
さ
ら
に
は
新
し
い
問
題
の
切

り
口
を
聞
く
こ
と
を
可
能
に
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の

現
角
は
、
同
様
に
押
し
寄
せ
て
き
た
「
西
洋
の
衝
撃
」
を
受
け
た
中
園
と
ア
ジ

ア
諸
図
の
人
々
が
、
同
時
代
人
と
し
て
そ
れ
ぞ
れ
ど
の
よ
う
に
封
態
し
た
か
を

比
較
す
る
手
法
で
も
あ
る
。
ま
た
こ
れ
は
、
中
園
の
庶
民
が
宗
敬
、
法
律
、
風

俗
習
慣
、
経
済
活
動
を
嘗
時
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
た
か
を
把
握
す
る
、
民
閲

生
活
思
想
史
と
で
も
言
う
べ
き
分
野
に
も
稗
金
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
こ

で
は
、
こ
の
視
角
が
、
中
園
の
ア
ジ
ア
と
の
紐
州
市
と
い
う
論
黙
を
ど
の
よ
う
に

補
佐
し
て
い
る
の
か
を
、
以
下
の
二
黙
に
お
い
て
見
て
み
た
い
。

一
貼
目
は
、
民
間
レ
ベ
ル
で
み
れ
ば
、
中
園
が
受
け
た

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
影
響

は
、
中
圏
在
来
の
秩
序
の
活
性
化
を
寅
現
さ
せ
た
と
い
う
黙
で
あ
る
。
著
者
が

論
じ
る
よ
う
に
、
こ
れ
は
中
薗
人
の
ア
ジ
ア
認
識
に
お
い
て
も
裏
附
け
ら
れ
る

現
象
で
あ
る
。
例
え
ば
、
馬
建
忠
や
郷
観
態
の
よ
う
な
洋
務
・
獲
法
論
者
は
、

警
朝
貢
図
と
の
関
係
を
近
代
園
際
関
係
に
置
き
換
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ア
ジ

ア
に
お
け
る
中
園
の
指
導
性
を
維
持
す
る
と
同
時
に
、
替
朝
貢
閣
の
富
園
を
考

え
て
い
た
と
し
て
い
る
。
し
か
し
、
同
時
代
人
の
時
代
認
識
を
考
え
る
場
合

は
、
同
一
の
問
題
に
つ
い
て
皐
に
知
識
人
と
民
閲
だ
け
で
な
く
、
異
な
る
階

層
、
例
え
ば
、
清
朝
の
政
策
決
定
者
、
彼
ら
の
顧
問
で
あ
る
幕
僚
、
買
務
、
商

人
な
ど
の
認
識
を
比
較
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
多
角
度
か
ら
総
合
化
を
試
み
る

こ
と
が
可
能
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

二
鮎
目
は
、
日
本
が
工
業
化

(H西
洋
化
〉
の
道
を
選
揮
し
た
基
本
的
動
機

は
、
開
港
後
に
遭
遇
し
た
中
園
一
商
人
の
屋
倒
的
優
位
を
打
開
す
る
た
め
だ
っ
た

と
い
う
設
で
あ
る
。
こ
の
潰
下
設
は
第
て
章
、
四
一

J
四
二
頁
(
一
九
八
六
年

褒
表
)
が
初
出
だ
が
、
第
六
一
軍
で
は
「
日
本
の
近
代
化
を
西
洋
化
と
し
て
方
向

づ
け
た
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ヴ
が
濁
中
園
関
係
の
中
か
ら
生
じ
た
の
で
は
な
い
か
」

(
二
七
九
頁
)
と
表
現
し
て
い
る
。
第
一
章
で
は
、
明
治
十
九
年
J
二
十
三
年

の
香
港
領
事
の
史
料
に
基
づ
い
て
、
中
園
人
一
商
人
の
優
位
は
、
そ
の
圏
結
力
の

強
制
組
さ
、
日
本
圏
内
の
製
造
業
者
か
ら
日
本
一
商
人
よ
り
安
債
に
製
品
を
購
入
し

て
い
る
こ
と
、
ま
た
日
本
商
人
の
資
力
の
歓
乏
に
起
因
す
る
と
し
て
い
る
。
第

六
章
で
は
同
一
史
料
を
用
い
て
、
中
園
の
日
本
に
劃
す
る
一
商
業
問
屋
力
に
日
本

人
が
危
機
意
識
を
も
っ
て
い
た
と
す
る
同
時
代
人
の
時
代
認
識
の
重
要
性
が
強

調
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
評
者
は
、
石
井
寛
治
氏
が
す
で
に
指
摘
し
た
よ
う

日
著
者
が
翠
げ
る
論
援
は
、
今
の
ま
ま
で
は
日
本
工
業
化
の
基
本
的
動
機
を

論
じ
る
恨
竣
と
し
て
は
や
や
手
薄
の
よ
う
に
思
う
。
演
下
設
は
日
中
南
閣
の
近

代
史
の
再
検
討
に
と
っ
て
重
要
な
論
黙
を
提
示
し
て
い
る
の
で
、
賃
設
研
究
に

よ
る
そ
の
論
議
の
さ
ら
な
る
充
買
を
今
後
に
期
待
し
た
い
。

(
四
)
通
時
代
的
概
念

中
薗
で
は
、
一
九
七

0
年
代
末
の
経
済
改
革
、
特
に
生
産
責
任
制
が
導
入
さ

れ
て
以
来
、
民
閲
レ
ベ
ル
に
お
け
る
経
済
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
湧
き
出
て
き
た
。
そ

し
て
、
一
九
四
九
年
の
祉
舎
主
義
革
命
以
前
の
、
所
謂
沓
中
園
社
舎
と
の
類
似

鮎
も
露
呈
し
て
き
て
い
る
。
中
園
近
代
史
研
究
者
の
自
に
は
、
そ
の
経
済
政
策

に
も
、
ま
た
民
間
の
劉
態
に
も
、
歴
史
が
逆
戻
り
し
た
の
で
は
な
い
か
と
の
錯

究
を
鹿
児
え
る
ほ
ど
、
す
ぐ
れ
て
「
清
末
的
要
素
」
が
顕
著
に
な
っ
た
よ
う
に
映

る
。
と
同
時
に
、
こ
の
寅
僅
が
合
意
す
る
歴
史
的
意
義
は
、
中
園
の
祉
曾
主
義
革

命
に
至
る
経
路
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
主
た
る
課
題
に
し
て
き
た
従
来
の
研

究
視
角
で
は
、
果
た
し
て
把
握
し
得
る
か
と
懸
念
す
る
研
究
者
も
多
い
の
で
あ

る
。
し
か
し
、
新
し
い
分
析
視
角
を
具
霞
的
に
提
唱
し
よ
う
と
す
る
研
究
者
は

な
か
な
か
現
わ
れ
な
い
。
著
者
は
郷
鋲
企
業
に
見
ら
れ
る
在
来
の
祉
曾
紐
静
、

例
え
ば
家
族
経
営
や
共
同
出
資
の
方
法
な
ど
歴
史
的
に
存
績
し
、
山
間
且
つ
現
在
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も
持
嫡
概
す
る
紐
帯
に
注
目
し
て
、
そ
れ
ら
の
漣
績
性
が
も
っ
「
通
時
代
的
な

長
く
。
論
理
」
(
二
八
九
頁
)
を
導
こ
う
と
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
従
来
の

段
階
論
や
政
治
的
繁
化
の
み
を
規
準
と
し
た
時
期
医
分
法
を
再
検
討
す
る
手
段

で
も
あ
り
、
ま
た
そ
の
覗
角
の
限
界
性
を
克
服
す
る
斬
新
な
試
み
で
も
あ
る
と

言
え
よ
う
。

こ
の
遁
時
代
的
概
念
を
雪
一
口
う
際
に
は
、
「
祉
舎
的
結
合
を
維
持
し
て
い
る
紐

帯
」
(
二
九

O
頁
)
が
明
清
時
代
か
ら
現
代
に
至
る
ま
で
中
園
祉
舎
の
中
で
機

能
し
て
お
り
、
ま
た
こ
れ
ら
の
紐
帯
は
、
必
ず
し
も
政
治
史
に
叫
割
腹
し
て
努
化

し
な
い
と
い
う
黙
が
、
前
提
篠
件
と
し
て
塞
げ
ら
れ
る
。
こ
の
世
舎
的
紐
帯
の

歴
史
が
、
政
治
史
の
努
化
に
即
し
て
捉
え
ら
れ
な
い
な
ら
、
他
に
如
何
な
る
手

段
が
あ
り
得
る
だ
ろ
う
か
。
本
書
の
な
か
で
、
寅
地
調
査
や
豊
富
な
文
献
資
料

に
よ
っ
て
、
明
ら
か
に
で
き
る
現
代
の
こ
れ
ら
の
紐
帯
を
、
「
一
つ
の
連
績
す

る
特
徴
を
も
っ
た
祉
舎
類
型
と
し
て
把
擾
」
(
二
九

O
頁
)
し
、
こ
の
類
型
を

史
料
の
少
な
い
近
代
期
に
お
け
る
向
紐
帯
の
歴
史
を
検
討
す
る
手
掛
か
り
と
し

て
使
用
す
る
方
法
が
あ
る
、
と
著
者
は
答
え
る
。
一
九
八

0
年
代
前
半
に
急
成

長
し
た
郷
銀
企
業
の
検
討
か
ら
は
、
中
園
社
舎
内
部
で
観
念
さ
れ
て
い
る
遁
時

代
的
な
利
盆
観
や
投
資
観
が
具
盤
的
に
一
示
さ
れ
る
と
同
時
に
、
郷
鎮
企
業
が
都

市
と
農
村
関
係
の
中
継
地
と
し
て
あ
る
な
ど
、
ア
ジ
ア
域
内
経
済
圏
に
お
け

る
、
中
継
地
と
し
て
の
香
港
・
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
の
機
能
を
努
霧
と
さ
せ
る
興
味

深
い
指
摘
も
あ
る
。

著
者
が
先
述
し
た
三
分
析
視
角
に
つ
い
て
も
指
摘
し
た
よ
う
に
、
ア
ジ
ア
の

近
代
史
を
検
討
す
る
際
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
、
血
縁
や
地
縁
関
係
な
ど
の
祉
舎
紐

帯
は
極
め
て
重
要
で
あ
る
。
経
済
史
の
観
黙
か
ら
で
は
あ
る
が
、
著
者
の
か
か

る
問
題
関
心
に
は
、
社
品
目
史
や
文
化
人
類
同
学
な
ど
他
分
野
と
共
通
す
る
と
こ
ろ

も
あ
り
、
岡
県
の
封
話
の
糸
口
を
得
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

研
究
を
深
化
さ
せ
る
た
め
、
ま
た
こ
の
よ
う
な
封
話
を
進
め
る
た
め
に
も
、
中

園
位
曾
に
お
け
る
民
閲
性
や
そ
の
祉
曾
結
合
の
強
さ
を
歴
史
の
表
舞
蔓
に
引
き

出
す
必
要
が
あ
る
。
こ
の
通
時
代
的
概
念
は
、
近
代
史
の
立
場
か
ら
、
一
九
四

九
年
の
祉
曾
主
義
革
命
へ
の
道
程
を
規
準
に
し
た
分
析
枠
組
み
の
有
数
性
の
再

検
討
を
促
す
と
同
時
に
、
祉
曾
紐
帯
の
歴
史
を
構
築
す
る
有
盆
な
手
段
で
も
あ

る
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
こ
の
概
念
は
、
本
書
の
結
び
で
近
代
史
と
の
連

関
性
に
つ
い
て
の
み
取
り
奉
げ
ら
れ
た
こ
と
も
あ
っ
て
、
現
代
史
の
歴
史
的
事

象
を
考
え
る
際
、
ど
の
よ
う
に
有
数
か
は
必
ず
し
も
明
示
さ
れ
て
い
な
い
。

以
上
か
ら
、
こ
の
四
つ
の
視
角
か
ら
な
る
分
析
枠
組
み
は
、
本
書
の
主
題
に

あ
る
「
近
代
中
園
の
園
際
的
契
機
」
を
再
検
討
す
る
の
に
、
豊
富
な
内
容
及
び

多
様
な
理
論
的
可
能
性
を
有
し
て
お
り
、
今
後
の
研
究
者
の
参
考
・
隠
用
に
値

す
る
と
言
え
る
。
本
書
の
主
題
に
あ
る
園
際
的
契
機
と
は
、
西
洋
が
ア
ジ
ア
に

参
入
し
た
際
の
傑
件
(
五
ニ
頁
〉
を
指
し
て
い
る
が
、
総
じ
て
言
え
ば
、
著
者

の
分
析
枠
組
み
は
こ
の
僚
件
を
歴
史
的
に
把
揮
す
る
の
に
成
功
し
て
い
る
よ
う

に
思
わ
れ
る
。
但
し
、
ア
ジ
ア
側
か
ら
近
代
ア
ジ
ア
を
統
一
的
に
把
握
す
る
と

い
う
課
題
は
ス
ケ
ー
ル
が
長
大
で
、
頼
る
べ
き
先
皐
の
研
究
業
績
が
少
な
い
た

め
、
勢
い
賂
来
に
残
さ
れ
た
問
題
も
あ
る
。
著
者
が
提
唱
す
る
分
析
枠
組
み

は
、
主
に
著
者
自
身
が
開
拓
し
た
近
代
中
薗
金
融
史
と
い
う
領
域
か
ら
導
き
出

し
た
論
理
で
あ
り
、
思
想
史
や
祉
曾
史
な
ど
異
な
る
領
域
と
劉
話
し
よ
う
と
し

て
い
る
黙
が
、
従
来
の
経
済
史
に
見
ら
れ
な
か
っ
た
配
慮
で
は
あ
る
も
の
の
、

一
九
四
九
年
以
前
の
現
代
史
の
課
題
を
も
親
野
に
入
れ
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

末
筆
な
が
ら
、
著
者
の
皐
設
を
よ
り
深
く
追
求
す
る
た
め
、
統
愛
表
論
文
の

一
覧
を
ぜ
ひ
掲
載
し
て
欲
し
か
っ
た
。
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(

1

)

明
代
海
外
私
貿
易
に
つ
い
て
は
、
佐
久
間
重
男
氏
の
研
究
が
摩
げ
ら

れ
る
。
例
え
ば
、

「
明
代
海
外
私
貿
易
の
歴
史
的
背
景
|
|
一
繭
建
省
を

中
心
と
し
て
|
|
」

(
『
史
皐
雑
誌
』
第
六
十
二
編
第
一
鋭
、
一
九
五
三

年
)
及
び
「
明
朝
の
海
禁
政
策
」
(『
東
方
皐
』
第
六
輯
、
一
九
五
三
年
〉

が
あ
る
。

(
2
〉

演
下
武
志
「
中
園
の

経
済
と
歴
史
|

|
地
域
研
究
と
中
園
経
済

史

|
|

」

(鹿
謄
義
塾
大
摩
地
域
研
究
セ
ン
タ
ー
編
『
地
威
研
究
と
第

三
世
界
』、

一
九
八
九
年
)
、
七
六
J
七
七
頁
。

(

3

)

同
右
、
七
八
頁
。

〈

4
)

こ
の
中
園
移
民
に
つ
い
て
は
、
演
下
武
志
「
「華
僑
」
史
に
見
る
祉

禽
倫
理
|

|
華
僑
|
華
人
|
牽
喬
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
ー
」
(
『思

想
』
第
八

O
一鋭、

一
九
九

一
年一
二
月
〉
に
詳
し
い
。

(

5

)

石
井
寛
治
「
ま
と
め
|
|
ア
ジ
ア
貿
易
閣
の
形
成
と
再
編
」
(
演
下

武
志

・
川
勝
卒
太
編
『
ア
ジ
ア
交
易
圏
と
日
本
工
業
化
一
五

0
0
1

一
九

O
O
H
リ
プ
ロ
ポ
!
ト
、

一
九
九

一
年
)
、
二
六
九
頁
。

(

6

)

こ
の
郷
銀
企
業
が
中
小
規
模
工
業
化
を
も
た
ら
し
、
ま
た
農
村
と
都

市
の
中
聞
に
中
小
都
市
を
建
設
し
て
徐
剰
人
口
を
吸
牧
す
る
綬
街
地
静

を
想
定
す
る
地
域
経
済
モ
デ
ル
な
ど
一
示
唆
に
富
む
指
摘
に
つ
い
て
は
、

前
掲

「中
園
の
経
済
と
歴
史
|

|
地
域
研
究
と
中
園
経
済
史
||」、

八
五

l
八
六
頁
が
あ
る
。

一
九
九

O
年
九
月
東
京
大
皐
出
版
曾

A
5
剣

=

二

五
頁

四

九
四
四
国
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