
『
海
図
四
説
』

の
一
意
味

村

尾

進

清
末
の
あ
る
種
の
文
章
一
を
讃
ん
だ
と
き
に
、
か
す
か
で
は
あ
る
が
奇
妙
な
感
じ
を
費
え
る
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
は
大
ざ
っ
ぱ
に
西
事
源
出
中

(
1〉

園
説
、
あ
る
い
は
時
に
中
瞳
西
用
的
な
口
吻
と
い
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
。

西
洋
の
あ
る
も
の
(
西
畢

A
)
は
、
現
在
の
中
園
に
は
な
い
確
か

に
優
れ
た
も
の
で
あ
る
。

し
か
し
そ
れ
は
元
来
古
の
中
園
の
あ
る
も
の
(
中
皐

B
〉
に
起
源
を
持
つ
か
ら
、
我
々
は

B
を
探
究
し
撃
べ
ば
そ
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れ
で
い
い
の
で
あ
り
A
を
こ
と
さ
ら
に
ま
ね
る
必
要
は
な
い
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

し
き
り
に
眼
に
鯛
れ
る
こ
の
よ
う
な
言
い
ま
わ
し
で
際
立
っ
て
い
る
の
は
、
西
洋
に
劃
す
る
意
識
の
激
し
さ
と
自
隼
心
、
強
引
さ
と
い
っ
た

も
の
だ
が
、
こ
れ
に
封
し
我
々
は
、
西
洋
の
優
位
を
認
め
な
が
ら
結
局
は
そ
れ
を
斥
け
中
撃
の
み
を
許
し
て
い
る
と
消
極
的
に
評
債
す
る
こ
と

も
あ
る
し
、
彼
ら
が
中
撃
を
持
ち
出
す
こ
と
を
中
園
自
身
に
卸
し
た
や
り
方
と
し
て
好
ま
し
く
思
う
こ
と
も
あ
る
。

い
ず
れ
に
せ
よ
彼
ら
の
ロ

調
の
中
に
あ
る
西
事
と
中
撃
と
の
巌
し
い
匿
分
、
掛
照
を
疑
う
こ
と
は
で
き
な
い
し
、
そ
れ
に
言
及
す
る
我
々
の
言
葉
そ
の
も
の
が
そ
れ
を
前

提
と
し
て
い
る
。

だ
が
、
奇
妙
な
こ
と
に
彼
ら
の
強
い
調
子
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
西
洋
の

A
が
中
園
の

B
に
起
源
を
持
つ
と
い
っ
て
い
る
か
ぎ
り
、
そ
の
い
い

方
自
身
A
と
B
と
の
親
し
さ
を
本
来
認
め
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
そ
も
そ
も
西
祭
A
と
中
間
学
B
と
は
、
理
解
さ
れ
た
意
味
の
上
で
そ
れ
自
身
と

し
て
明
確
に
匝
分
さ
れ
て
い
る
の
か
、

つ
ま
り
匝
分
で
き
る
よ
う
な
環
境
に
あ
っ
た
の
か
、
彼
ら
自
身
匝
分
し
よ
う
と
し
て
い
た
の
か
、
嘗
時

に
お
い
て
西
洋
を
記
述
す
る
と
は
ど
の
よ
う
な
行
震
で
あ
っ
た
の
か
、
彼
ら
の
記
述
の
仕
方
は
現
在
の
我
々
と
ど
れ
ほ
ど
似
た
も
の
で
あ
っ
た

71 



72 

の
か
、
と
い
う
こ
と
は
慎
重
に
考
え
て
み
る
必
要
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

『
海
闘
四
説
』
は
名
の
通
り
四
つ
の
部
分
か
ら
成
り
、
道
光
二
十
四
年
か
ら
翌
年
に
か
け
て
順
次
刊
行
さ
れ
た
西
洋
に
劃
す
る
最
も
早
い
時

(
2
〉

、

、

(
3〉

期
の
記
述
で
あ
る
。
著
者
の
梁
廷
栴
が
、
こ
れ
に
僅
か
に
先
立
つ
貌
源
の
『
海
園
園
志
』
を
強
く
意
識
し
て
い
た
こ
と
は
疑
う
こ
と
が
で
き
な

(
4〉

い
。
そ
も
そ
も
著
作
の
あ
る
部
分
は
『
海
園
園
志
』
か
ら
明
言
す
る
こ
と
な
く
踏
襲
し
た
も
の
で
あ
る
と
い
っ
た
、
と
り
わ
け
微
妙
な
関
わ
り

方
を
そ
れ
は
し
て
い
る
が
、
貌
源
に
射
す
る
意
識
の
強
さ
は
総
序
の
中
に
最
も
端
的
に
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
。

〈
こ
の
作
品
の
命
名
に
つ
い
て
)

「
記
」
で
は
な
く
「
説
」

と
し
て
い
る
の
は
、

中
園
の
人
が
外
国
の
こ
と
を
述
べ
る
か
ぎ
り
(
以
中
園
人
述

外
園
事
)
お
の
.
す
か
ら
ス
タ
イ
ル
と
い
う
も
の
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

ま
た
質
際
に
足
を
踏
み
入
れ
た
と
こ
ろ
で
も
な
い
か
ら
、

記
述
が

信
じ
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
か
否
か
が
ど
う
し
て
わ
か
ろ
う
か
。

と
て
も
李
思
聴
の
『
百
夷
侍
』
、

侯
権
高
の
『
日
本
風
土
記
』

の
よ
う
な
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わ
け
に
は
い
か
な
い
。

『
海
園
国
士
山
』
が
西
洋
人
の
最
新
の
著
作
を
利
用
し
て
い
る
こ
と
を

「西
洋
の
人
に
西
洋
を
語
ら
せ
る

(
以
西
洋
人
語
西
洋
)
」
と
貌
源
は
誇
つ

ハ
5
)

た
が
、
そ
の
気
楽
さ
を
榔
撤
す
る
か
の
よ
う
に
「
中
園
の
人
が
外
園
の
事
を
述
べ
る
」
と
梁
廷
栴
は
い
う
。

「
記
(
志
ど
で
は
な
く

「読」

と
い
っ
た
と
き
、
そ
こ
に
は
二
つ
の
合
意
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

「
読
」
と
す
る
積
極
的
な
理
由
と
し
て
の
、
事
責
そ
の
ま
ま
に
書
き
つ

ら
ね
る
の
で
は
な
く
中
国
人
と
し
て
の
大
義
・
解
四
梓
を
述
べ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
レ
う
意
志
と
、

て
の

事
柄
が
異
質
で
あ
る
か
ど
う
か
を
確
め
る
す
べ
は
な
い
と
い
う
、

「
記
」
と
で
き
な
い
消
極
的
な
理
由
と
し

(

6

)

 

作
業
を
終
え
て
の
経
験
と
た
め
ら
い
で
あ
る
。

貌
源
の

『
海
図
闘

コ
メ
ン
ト
を
加
え
る
と
い
う
憧
裁
を
と
り
、
原
材
料
と

彼
自
身
の
考
え
と
は
明
瞭
に
匿
別
さ
れ
て
い
る
。
梁
廷
栴
は
、
貌
源
が
作
業
を
終
え
た
こ
の
場
所
か
ら
出
設
し
、
自
分
な
り
の
構
成
と
記
述
を

(

7

)

、

も
っ
た
作
品
を
作
り
あ
げ
よ
う
と
試
み
た
。
そ
の
時
我
々
か
ら
い
え
ば
翻
誇
と
解
穫
と
い
う
面
倒
な
問
題
を
、
被
は
引
き
う
け
ざ
る
を
得
な
か

志
』
は
、
林
則
徐
か
ら
託
さ
れ
た
『
四
洲
志
』
を
ま
ず
配
置
、
積
い
て
補
足
の
資
料
、



っ
た
。
事
の
難
し
さ
は
彼
も
感
づ
い
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
そ
の
封
慮
の
仕
方
に
嘗
時
に
お
い
て
西
洋
を
記
述
す
る
と
い
う
こ
と
の
意

味
を
見
て
と
る
こ
と
が
で
き
る
。

『
海
園
田
読
』
が
ど
の
よ
う
に
書
か
れ
た
か
(
材
料
、
材
料
の
様
子
、
材
料
に
封
す
る
解
緯
)
を
検

討
す
る
と
い
う
こ
と
で
し
か
な
い
。
そ
れ
は
思
想
の
研
究
と
い
う
よ
り
は
、
思
想
を
最
も
良
い
か
た
ち
で
展
開
で
き
る
よ
う
な
場
を
定
め
よ
う

こ
の
文
章
の
中
で
私
が
行
っ
て
い
る
の
は
、

と
い
う
小
さ
な
試
み
で
あ
る
。
清
末
の
思
想
に
つ
い
て
い
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
、

一
度
は
書
か
れ
た
テ
ク
ス
ト
の
あ
り
方
の
問
題
に
凝
縮
し
て

考
え
て
み
る
こ
と
は
無
駄
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
時
、

お
の
ず
か
ら
我
々
の
誤
解
の
仕
方
も
問
題
に
な
り
、
事
柄
は
彼
ら
と
我
々
を
共

に
含
ん
だ
よ
り
大
き
な
も
の
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

『
海
園
田
読
』
の
中
で
西
洋
の
園
家
を
直
接
記
述
し
て
い
る
の
は
『
合
省
園
設
』
と
『
蘭
脅
偶
読
』
の
二
書
で
あ
る
。

カ
ン
ト

γ
に
お
け
る
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西
洋
の
記
述
(
中
園
と
の
交
渉
の
記
載
も
含
め
た
よ
り
庚
い
意
味
で
〉
は
こ
の
ふ
た
つ
の
前
後
に
い
く
ら
か
の
塵
史
を
も
っ
て
い
る
が
、

(
8〉

二
作
を
除
い
て
、
他
は
梁
廷
栴
の
個
人
的
著
作
と
い
っ
て
よ
い
も
の
で
あ
る
。

は
じ
め
の

海
録(

道
光
)
贋
東
通
志

巻
三
百
三
十
(
外
蕃
〉

贋
東
海
防
裳
賀

直
つ
海
闘
志

海
園
田
説

耶
蘇
教
難
入
中
園
説

巻
三
十
六
|
四
十
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合
省
園
説

蘭
街
偶
読

鼠
勺
道
貢
園
説

英
士
口
利
園
記
・
合
省
園
記

(
9〉

夷
気
聞
記

道
光
十
年
代
の
な
か
ば
梁
廷
栴
は
贋
州
城
内
に
移
り
、
十
五
年
秋
に
越
華
書
院
に
設
け
ら
れ
た
康
東
海
防
書
局
に
入
っ
て
穂
纂
と
し
て
『
康

東
海
防
実
質
』
の
編
纂
に
摘
わ
る
よ
う
に
な
る
。

翌
年
春
に
は
百
飴
巻
の
も
の
が
で
き
た
が

繁
街
を
嫌
っ
て
四
十
二
各
に
ま
で
縮
め
ら
れ

た
。
後
に
林
則
徐
の
賞
讃
に
力
を
得
て
、
嘗
初
の
意
固
ど
お
り
上
呈
上
覧
さ
れ
る
こ
と
が
決
め
ら
れ
、
編
纂
の
曲
折
を
記
し
た
彼
の
政
文
は
倒

-74ー

除
さ
れ
た
。
道
光
十
七
年
に
は
零
海
闘
志
局
の
紹
纂
の
任
に
つ
き
編
纂
を
開
始
す
る
。
道
光
十
九
年
末
に
は
完
成
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
こ

(

印

)

『
庚
東
海
防
実
質
』
と
同
じ
よ
う
に
上
呈
の
た
め
の
表
文
を
梁
廷
栴
が
代
作
し
て
い
る
。

れ
も
呈
覧
を
念
頭
に
編
纂
さ
れ
た
も
の
で
、

『
贋
東
海
防
実
覧
』
は
綿
督
か
ら
布
政
司
に
及
ぶ
諸
街
門
の
槍
加
、

(

日

〉

志
』
は
毎
海
闘
の
楢
加
を
互
い
に
出
入
が
な
い
よ
う
に
考
慮
し
な
が
ら
利
用
し
た
と
梁
廷
栴
は
述
べ
て
い
る
。
し
か
し
西
洋
諸
園
に
射
す
る
記

に
は
紛
争
と
交
渉
の
記
述
が
多
く
、

」
の
二
書
に
は
街
門
の
楢
案
資
料
が
多
く
使
わ
れ
て
い
る
。

『
鼠
つ
海
闘

従
来
と
向
性
質
の
材
料
に
操
っ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。

『
贋
東
海
防
実
覧
』

イ
ギ
リ

述
に
つ
い
て
は
、

ス
・
ア
メ
リ
カ
そ
の
も
の
に
劃
す
る
記
事
が
見
ら
れ
な
い
が
、

『
鼠
つ
海
闘
志
』
に
は
巻
二
十
三
に
雨
固
に
闘
す
る
記
載
が
あ
る
。
イ
ギ
リ
ス
に

見
録
』

つ
い
て
は
、
そ
の
中
に
由
来
の
わ
か
ら
な
い
新
し
い
情
報
が
い
く
ら
か
見
ら
れ
る
も
の
の
、
し
き
り
に
使
わ
れ
て
い
る
の
は
や
は
り
『
舟
車
問

『
海
園
開
見
録
』
な
ど
で
あ
る
。
そ
の
引
用
は
よ
り
豊
富
に
な
っ
て
は
い
る
が
、
全
世
と
し
て
『
(
道
光
)
贋
東
通
士
山
』
の
域
を
出
る
も

の
で
は
な
い
。

ア
メ
リ
カ
の
記
事
も
、

ア
フ
リ
カ
と
混
同
す
る
と
い
う
誤
解
の
解
消
を
除
け
ば

十
行
足
ら
ず
し
か
な
く
『
(
道
光
)
康
東
遁

志
』
と
同
様
に
と
り
わ
け
貧
弱
な
も
の
で
あ
る
。



梁

廷

栴

は

『

合

省

園

説

』

の

序

文

で

自

分

の

手

に

し

た

材

料

を

、

付

遁

事

・
行
誌
の
口
述
、
の
三
つ
に

分
類
し
て
い
る
。
こ
の
事
情
は
『
合
省
園
設
』
に
限
ら
れ
な
い
。
一
般
的
に
十
九
世
紀
前
半
の
カ
ン
ト
ン
で
は
、
と
り
わ
け
知
識
人
た
ち
に
と

前
賢
の
記
載
、
白

案
腫
、
骨

っ
て
、
西
洋
へ
行
き
自
ら
貫
見
す
る
、
西
洋
人
か
ら
直
接
情
報
を
得
る
と
い
う
可
能
性
は
始
め
か
ら
考
え
ら
れ
て
い
な
い
。
船
員
と
し
て
謝
清

高
が
賓
際
に
見
聞
し
た
と
こ
ろ
を
筆
録
し
た
『
海
銀
』
は
貴
重
な
例
外
と
い
え
る
だ
ろ
う
が
、
そ
れ
で
も
西
洋
に
つ
い
て
は
聞
き
書
き
が
多
く
、

(

ロ

〉

(

日

)

寅
際
に
訪
問
し
た
の
は
イ
ギ
リ
ス
と
ポ
ル
ト
ガ
ル
の
み
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
ア
メ
リ
カ
に
つ
い
て
最
も
穎
著
な
よ
う
に
、
通
事
・
行

請
の
口
述
は
混
観
が
多
く
と
り
と
め
が
な
い
。
結
局
、
未
知
の
劉
象
〈
イ
ギ
リ
ス
・
そ
し
て
特
に
ア
メ
リ
カ
〉
に
つ
い
て
文
字
で
表
現
さ
れ
た
材
料

し
か
な
い
こ
と
を
そ
れ
は
意
味
し
て
い
る
。
述
べ
ら
れ
た
事
柄
に
確
か
さ
が
な
い
と
い
う
組
序
で
述
べ
ら
れ
た
梁
廷
栴
の
不
安
は
ひ
と
つ
に
は

こ
こ
に
由
来
し
、
同
時
に
自
ら
の
記
述
を
つ
く
り
あ
げ
る
と
い
う
試
み
を
許
容
す
る
絵
地
を
つ
く
っ
て
い
る
。
彼
の
前
に
あ
る
の
は
文
字
の
意

味
だ
け
で
あ
り
、

そ
の
向
う
に
あ
る
指
示
さ
れ
た
劃
象
と
し
て
の
イ
ギ
リ
ス

・
ア
メ
リ
カ
の
現
貫
に
ま
で
出
て
い
く
こ
と
は
な
い
。
彼
に
許
さ
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れ
る
の
は
、
文
字
の
意
味
か
ら
生
ま
れ
た
イ
メ
ー
ジ
を
そ
れ
自
身
展
開
さ
せ
て
い
く
こ
と
だ
け
で
あ
り
、
調
象
と
し
て
の
イ
ギ
リ
ス
・
ア
メ
リ

カ
の
現
貫
か
ら
そ
の
意
味
の
正
否
を
判
断
す
る
こ
と
で
は
な
い
。

『
毎
海
闘
志
』
ま
で
は
、
室
田
か
れ
た
材
料
と
い
っ
て
も
衛
門
の
案
臆
に
は
西
洋
そ
の
も
の
に
劃
す
る
記
述
は
見
ら
れ
な
い
か
ら
、
前
の
分
類

に
し
た
が
え
ば
か
ろ
う
じ
て
役
に
立
つ
の
が
「
前
賢
の
記
載
」
(
正
史

・
歴
代
の
地
理
書
・
明
末
清
初
の
宣
数
師
の
著
作
・
『
海
図
開
見
録
』
な
ど
〉
だ
け

と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
か
も
ア
メ
リ
カ
に
つ
い
て
は
特
に
情
報
が
乏
し
い
。
し
か
し
記
述
さ
れ
た
情
報
は
『
海
園
田
説
』
に
な
っ
て
こ
れ
ま

で
に
な
く
豊
富
で
新
し
い
も
の
に
な
る
。
そ
の
ひ
と
つ
は
十
九
世
紀
前
半
に
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
宣
教
師
が
自
ら
中
園
語
で
著
し
た
書
物
・
パ

(

H

)

 

い
ま
ひ
と
つ
は
林
則
徐
の
翻
謬
作
業
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。

ン
フ
レ

γ
ト
で
あ
り
、

『
海
園
田
読
』
に
は
、
材
料
に
よ
っ
て
記
述
の
異
同
が
あ
る
こ
と
を
説
明
す
る
た
め
に
適
宜
隻
行
注
が
附
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
中
に
引
か
れ

75 

た
書
名
が
、
利
用
さ
れ
た
材
料
を
知
る
た
め
の
ひ
と
つ
の
目
安
と
な
る
。
ア
メ
リ
カ
に
つ
い
て
記
し
た
『
合
省
園
設
』
に
は
お
お
よ
そ
三
十
徐

り
の
書
物
の
名
が
奉
げ
ら
れ
、
他
に
『
卑
海
闘
士
山
』
編
纂
の
際
に
牧
集
し
た
と
思
わ
れ
る
貢
表
・
菓
件
も
利
用
さ
れ
て
い
る
。

そ
の
う
ち
、
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(

日

〉

『
東
西
洋
考
毎
月
統
紀
停
』

(
口
)

や
は
り

P

ブ
リ
ッ
ジ
マ
ン
(
巴
】
』与
の

D-ggロロ
2
L
mヨ
出
口

(

凶

〉

「
新
聞
紙
」
は
最
新
の
情
報
と
し
て
注
意
す
る
必
要
が
あ
る
が
、

『
合
省
園
説
』
の
骨
組
を
成
し
て
い
る
の
は

一
八
O
一
|
一
八
六
一
〉

が
著

し
た
『
美
理
豆
町
合
省
園
志
略
』

墨
理
格
洲
合
省
園
志
略
』
で
あ
る
。
こ
れ
が
な
け
れ
ば
『
合
省
園
読
』
自
睦
成
り
立
た
な
か
っ
た
と
い
っ
て
も
い
い
す
ぎ
で
は
な
い
。
民
一

d

海
閲

梅
治
文
・
吉
岡
理
文

『

E

志
局
・
贋
東
海
防
書
局
に
い
る
と
き
か
ら
材
料
を
集
め
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

(

問

〉

に
ま
と
ま
っ
た
も
の
を
著
わ
す
だ
け
の
手
が
か
り
を
飲
い
て
い
た
の
で
あ
る
。

ア
メ
リ
カ
合
衆
闘
に
つ
い
て
は
建
国
よ
り
聞
も
な
い
た
め

完
成
し
た
、

『
美
理
瓦
則
合
省
園
志
略
』
は
ブ
リ
ッ
ジ
マ
ン
が
一
八
三
八
年
に

(
川
口
)

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
に
つ
い
て
の
総
括
的
な
記
述
で
あ
る
。
本
来
全
百
二
十
五
葉
で
二
十
七
の
節
に
分
け
ら
れ
て
い
た
が
、
現
在
は

『
海
園
固
志
』
中
に
分
断
し
て
牧
め
ら
れ
た
も
の
、
及
び
『
小
方
査
驚
輿
地
叢
紗
再
補
編
』
中
の
も
の
が
見
や
す
い
。
こ
れ
に
や
や
改
訂
を
加

(
ぬ
)

え
た
も
の
が
『

E
墨
理
格
洲
合
省
闘
士
山
略
』
で
、
や
は
り
二
十
七
節
に
分
け
ら
れ
一
八
四
四
年
に
香
港
で
出
版
さ
れ
た
。

(

幻

)

る
い
は
場
合
に
よ
っ
て
は
『
美
理
寄
合
省
園
志
略
』
と
す
る
〉

(
以
下
、

『

±ω
略
』
ゐ

『
蘭
忠
岡
偶
説
』
に
使
用
さ
れ
た
材
料
も
『
合
省
園
設
』
以
上
に
豊
富
に
な
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
貌
源
の
『
海
園
園
志
』
五
十
巻
本
を
手
に
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業
に
は
閥
っ
て
い
な
か
っ
た
。

入
れ
た
こ
と
に
よ
る
。
カ
ン
ト
ン
時
代
の
林
則
徐
に
最
も
親
し
い
カ
ン
ト
ン
の
知
識
人
は
梁
廷
栴
で
あ
っ
た
。
し
か
し
彼
は
林
則
徐
の
翻
書
作

(

幻

)

を
逼
じ
て
は
じ
め
て
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。

そ
の
作
業
の
成
果
は
『
海
園
園
志
』

『
蘭
宿
偶

説
』
の
中
で
『
海
園
圃
志
』
の
痕
跡
が
認
め
ら
れ
な
い
の
は
各
一
だ
け
で
あ
ろ
う
。

た
と
え
ば
『
襖
門
月
報
』
か
ら
の
引
用
と
い
っ
て
も
、

そ

れ
は
本
来
『
海
園
園
志
』
の
中
に
含
ま
れ
て
い
た
も
の
を
断
り
な
く
利
用
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
と
り
わ
け
『
海
園
圃
志
』
各
三
十
三
に
牧

め
ら
れ
た
『
四
洲
志
』
の
イ
ギ
リ
ス
に
関
す
る
記
述
は
何
ら
か
の
形
で
殆
ど
『
蘭
衛
偶
説
』
の
中
に
含
ま
れ
て
お
り
、
こ
れ
が
同
書
の
根
幹
を

な
し
て
い
る
。

林
則
徐
の
翻
詩
作
業
は
欽
差
大
臣
と
し
て
カ
ン
ト
ン
に
到
着
し
た
道
光
十
九
年
正
月
直
後
か
ら
始
ま
り
、
想
像
以
上
の
規
模
を
も
っ
た
も
の

で
あ
っ
た
が
、
現
在
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
五
種
に
す
ぎ
な
い
。



a 

決
門
新
聞
紙
(
『
決
門
月
報
』
は
そ
の
選
編
)

c 

四
洲
志

筆
事
夷
言

b d 

各
園
律
例

e 

洋
事
雑
録

(
お
〉

a
は
の
お
ミ

S
河
内
町
宮
内
?
内
b
ミ

S
』
U
3
a
な
ど
の
英
字
新
聞
の
記
事
の
翻
語
、

(

M

)

(

お
)
(
お
)

書、

c
-
d
も
そ
れ
ぞ
れ
西
洋
人
の
著
作
の
部
分
的
翻
語
、

b
は
ヒ
ュ

l
・
マ
レ

l

(同
ロ

m
r
z
E
S
5
の
世
界
地
理

e
は
西
洋
に
関
す
る
折
々
の
メ
モ
ラ
ン
ダ
ム
の
集
積
(
主
と
し
て
聞
き
書
き
)
と
も

(

幻

)

『
洋
事
雑
録
』
は
林
則
徐
の
牧
集
し
た
資
料
の
ご
く

一
部
を
摘
抄
し
た
も
の
と
さ
れ
る
。
お
そ
ら
く
雑
録
群
と
も
い

う
べ
き
多
量
の
西
洋
に
閲
す
る
未
整
理
の
メ
モ
が
あ
り
、
現
在
私
た
ち
が
た
ま
た
ま
見
て
い
る
の
は
そ
の

一
部
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
ろ
う
。
翻

(

お

)

需
に
摺
っ
た
の
は
、
実
徳
輝
・
梁
進
徳
ら
四
人
の
中
園
人
と
パ

1
カ

l
(
3
5
H
V
R
rめ
る
な
ど
い
く
ら
か
の
西
洋
人
宣
教
師
で
あ
っ
た
。

(
m
m
)
 

梁
準
徳
に
よ
る
『
四
洲
士
山
』
の
翻
諜
に
つ
い
て
は
、
誤
謬

・
制
除
の
多
さ

・
要
貼
の
分
り
に
く
さ
な
ど
多
く
の
問
題
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

そ
の
中
で
も
と
り
わ
け
目
に
つ
く
の
は
、
現
在
の
私
た
ち
が
最
も
知
り
た
い
と
思
う
部
分
、
イ
ギ
リ
ス
の
政
治
組
織
に
つ
い
て
述
べ
た
箇
所
の

(

m
叫

)

一
耳
目
中
一
時
の
羅
列
で
あ
る
。
例
え
ば
三
葉
に
わ
た
る
職
官
の
羅
列
は
衣
の
よ
う
に
始
ま
る
。

い
う
べ
き
も
の
で
あ
る
。
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律
好
司
街
門
あ
り
。
各
街
門
の
事
務
を
管
理
し
、

大
訟
を
審
理
す
。

羅
匪
爾
録
司
四
人

・
阿
治
調
索
司
二
人

・
愛
倫
阿
治
蒲
索
司

一

人

・
録
司
二
十
一

人

・
馬
詑
色
司
十
九
人

・
耳
靖
司
百
有
九
人

・
委
爾
高
文
司
十
八
人
・
調
索
司
二
十
四
人

・
愛
倫
調
索
司
三
人

・
馬
倫

司
百
八
十
一
人
を
額
設
す
。
斯
葛
蘭
比
阿
司
十
六
人
は
即
ち
斯
菖
関
部
属
に
在
り
て
選
充
し
、

三
年
ご
と
に
更
易
す
e

愛
倫
比
阿
司
二
十

77 

八
人
は
即
ち
愛
倫
部
属
に
在
り
て
選
充
す
。
統
計
す
る
に
四
百
二
十
六
人
な
り
。
事
あ
り
て
任
を
離
る
る
は
、

一
人
を
薦
め
て
自
ら
に
代
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ハ
引
札
〉

ら
し
む
る
を
許
す
。
凡
そ
律
好
司
の
家
人
の
法
を
犯
す
は
、
若
し
死
罪
に
非
ざ
れ
ば
概
ね
牧
禁
を
克
ず
。

こ
の
「
律
好
司
(
因
。
己
的
。
。
『
円
。
己
的
)
」
の
記
事
の
後
に

「
巴
里
満
街
門

(
Eユ5
ヨヨ円)」

「
甘
文
好
司

(同
2
8
0『の
0
5
5
0ロ
印
)
」
と
同
様
の
記

事
が
結
く
。
嘗
時
に
お
い
て
は
理
解
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
こ
の
記
事
は
『
加
盟
国
偶
読
』
各
三
に
ほ
ぼ
そ
の
ま
ま
の
形
で
と

り
込
ま
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
官
職
の
音
詳
の
羅
列
は
や
同
時
の
人
々
に
そ
れ
を
解
穫
す
る
能
力
が
な
か
っ
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
が
、

林
則
徐
の
『
四
洲
志
』
の
中
で
そ
れ
が
と
り
あ
え
ず
そ
の
ま
ま
放
置
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
は
そ
れ
な
り
の
意
味
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ

る
。
官
職
の
一
音
需
の
例
は
『
洋
事
雑
録
』
の
中
に
も
見
ら
れ
る
。
だ
が
護
一
音
そ
の
も
の
へ
の
こ
だ
わ
り
は
そ
れ
に
と
ど
ま
ら
ず
、
月
の
讃
み
方
、

貨
幣
の
名
稿
、
多
く
の
固
有
名
詞

・
普
通
名
詞

(
E
E仏
愛
倫

-E
n
z
o
Eミ
嶋
巨
米
利
、
の
よ
う
な
)
に
ま
で
ひ
ろ
が
っ
て
い
る
。

『
洋
事
雑

録
』
中
に
は
ま
た

放
英
鯖
僑

・
旗
印
開
僑
、
宣
教
師
と
接
鰯
の
多
い
衰
徳
輝

・
梁
準
徳
、

さ
ら
に
は
ス
ト
ー
ン
ト
ン
(
〈
5
3三
ω
S
5
8ロ〉

の
よ
う
な
西
洋
人
か
ら
の
聞
き
書
き
、
固
章

・
贋
告
の
よ
う
な
漬
細
な
物
、

そ
し
て
ロ
バ
l
ト

・
モ
リ
ソ
ン

(
H
N
O
Z
ユ
宮
2
z
g
p

一
七
八
二
|
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一
八
三
四
〉
の
辞
典
に
は
じ
ま
る
多
様
な
基
礎
的

・
工
具
書
的
書
籍
の
牧
集
、
簡
明
な
中
西
暦
劃
照
表
の
作
製
な
ど
を
窺
う
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
よ
う
な
『
洋
事
雑
録
』
に
見
ら
れ
る
の
は
、
言
葉
の
意
味
だ
け
を
た
だ
ち
に
求
め
よ
う
と
し
な
い
態
度
で
あ
り
、

(
現
在
の
私
た
ち
が
言

語
を
修
得
す
る
と
き
の
よ
う
に
)
時
聞
を
か
け
て
基
礎
的
な
知
識
を
獲
得
し
次
第
に
封
象
に
近
づ
い
て
い
こ
う
と
す
る
姿
勢
で
あ
る
。
意
味
の

不
明
な
一
耳
白
書
を
そ
の
ま
ま
放
っ
て
お
く
こ
と
は
確
か
に
失
態
に
は
違
い
な
い
が
、
し
か
し
そ
れ
は
安
易
な
諜
を
性
急
に
あ
て
ず
、
意
味
を
も
た

な
い
ま
ま
残
し
て
お
き
将
来
の
解
揮
を
待
つ
と
い
う
含
み
も
あ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
お
そ
ら
く
『
洋
事
雑
録
』
だ
け
に
見
ら
れ
る
構
え
で
は

な
い
だ
ろ
う
。
比
較
的
ま
と
ま
り
の
良
い
『
四
洲
志
』

附
属
的
な
も
の
の
よ
う
な
感
魔
を
抱
い
て
し
ま
う
が
、
現
在
残
っ
て
い
る
『
洋
事
雑
録
』
が
林
則
徐
の
翻
詩
作
業
の
ご
く
一
部
で
あ
る
と
い
う

(
位
〉

の
な
ら
、
こ
の
雑
録
こ
そ
が
そ
の
作
業
の
性
質
、
完
成
し
た
翻
需
と
い
う
よ
り
も
将
来
の
整
理
・
解
稗
を
待
つ
雑
多
な
費
え
書
き
の
集
積
と
い

う
性
質
を
よ
く
表
現
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
『
四
洲
士
と
も
憧
裁
こ
そ
ま
と
ま
っ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
が
、
そ
の
よ
う
な
も
の

「
襖
門
新
聞
紙
」

の
よ
う
な
翻
誇
の
後
に
新
出
の
『
洋
事
雑
録
』
を
見
る
と
、
後
者
が



の
中
の
一
つ
と
し
て
考
え
る
べ
き
な
の
で
あ
ろ
う
。

だ
が
、
意
味
を
手
取
り
早
く
獲
得
し
た
い
梁
廷
栴
は
こ
の
よ
う
な
こ
と
に
我
慢
が
で
き
な
い
。

『
合
省
園
説
』
と
は
封
照
的
に
『
蘭
脅
偶

込
ん
だ
彼
は
、

一
度
は
『
四
洲
士
山
』
を
そ
の
ま
ま
『
蘭
嶺
偶
説
』
の
中
に
と
り

『
蘭
脊
偶
説
』
が
完
成
し
た
そ
の
時
か
ら
改
削
の
作
業
に
と
り
か
か
っ
て
い
る
。
梁
廷
栴
に
は
『
英
士
ロ
利
園
記
』
と
い
う
不
分

説
』
は
彼
に
と
っ
て
き
わ
め
て
不
本
意
な
著
作
で
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

巻
五
十
葉
の
著
作
が
あ
る
。
そ
の
序
に
は
「
道
光
二
十
有
五
年
端
六
梁
廷
栴
識
」
と
あ
る
か
ら
、
こ
れ
は
『
蘭
罷
偶
読
』
の
序
の
時
日
「
道
光

二
十
五
年
端
五
」
の
わ
ず
か
一
日
後
で
あ
る
。
向
性
質
の

二
つ
の
著
作
を
卒
行
し
て
製
作
し
て
い
た
と
は
考
え
に
く
い
。

『
蘭
脅
偶
読
』
が
完

成
し
た
時
に
そ
の
序
文
を
つ
け
、
翌
日
に
績
い
て
『
英
士
口
利
園
記
』
の
序
文
を
作
り
、

『
蘭
衛
偶
説
』
の
皐
純
な
ダ
イ
ジ
ェ
ス
ト
版
で
あ
り
、
作
業
自
瞳
に
ど
れ
ほ
ど
の
時
間
も
必
要
と
し
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
園
立
園
舎
固
書

そ
の
ま
ま
作
業
に
入
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

こ
の
書
は

館
に
所
擁
さ
れ
て
い
る
『
英
吉
利
園
記
』
に
は
民
園
十
一
年
夏
の
と
い
う
人
物
の
識
語
が
附
さ
れ
て
お
り
、

(
お
〉

『
合
省
圏
記
』
と
い
う
書
が
劃
に
な
っ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
三
巻
と
あ
る
か
ら
、
そ
れ
は
『
合
省
園
設
」
と
少
な
く
と
も
量
の
面
で
大

差
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
れ
に
謝
し
て
『
英
士
口
利
園
記
』
は
『
蘭
褐
偶
読
』
の
記
述
の
不
要
な
部
分
を
、
字
句
に
は
ほ
と
ん
ど
鰯
れ

「
東
軒
逸
人
」

そ
れ
に
よ
っ
て

- 79一

る
こ
と
な
く
牟
分
近
く
倒
ぎ
落
し
た
も
の
で
あ
る
。

同
様
に
『
英
吉
利
園
記
』
の
序
も
『
蘭
脅
偶
読
』
の
そ
れ
を
三
分
の
二
ほ
ど
単
純
に
制
り
込
み
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
著
作
の
意
固
を
よ
り

鮮
明
に
し
て
い
る
。
貿
易
こ
そ
が
イ
ギ
リ
ス
と
い
う
園
家
の
生
命
で
あ
り
、
そ
の
行
動
の
基
準
で
あ
る
こ
と
。
そ
の
歴
史
を
記
す
と
き
貿
易
に

つ
い
て
詳
細
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
の
は
、
諸
地
域
に
お
け
る
積
年
の
紛
争
が
す
べ
て
イ
ギ
リ
ス
の
貿
易
を
原
因
と
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
こ

と
。
こ
れ
は
『
海
録
』
に
始
ま
る
、

カ
ン
ト
ン
の
人
々
の
共
通
の
認
識
だ
と
い
っ
て
も
よ
い
。
こ
の
主
旨
に
従
い
『
蘭
罷
偶
読
』
を
機
械
的
に

間
引
い
て
い
っ
た
の
が
『
英
吉
利
園
記
』
で
あ
る
が
、
こ
れ
を
さ
ら
に
中
英
貿
易
に
闘
す
る
事
情
だ
け
に
絞
り
込
ん
だ
の
が
『
夷
気
聞
記
』
巻

一
巻
頭
か
ら
の
記
述
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
『
贋
東
海
防
索
覚
』

『
毎
海
闘
士
山
』
編
纂
の
時
に
牧
集
さ
れ
た
資
料
が
再
び
用
い
ら
れ
、
記
述
は
な

79 

め
ら
か
で
現
在
の
我
々
の
感
費
に
近
い
要
領
を
得
た
も
の
に
な
っ
て
い
る
。
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し
か
し
『
蘭
脊
偶
読
』
か
ら
『
英
吉
利
園
記
』
へ
の
改
制
は
、
こ
の
よ
う
な
事
情
以
上
に
、
意
味
を
生
ま
な
い
音
需
の
羅
列
を
梁
廷
栴
が
嫌

っ
た
こ
と
に
原
因
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
少
数
の
例
外
を
除
い
て
『
蘭
奇
偶
読
』
に
お
け
る
固
有
名
詞
の
一
晋
語
の
羅
列
を
含
む
部
分
(
官
制
・

地
理
に
関
す
る
も
の
が
多
い
が
)
は
す
べ
て
省
略
さ
れ
る
か
、

一
耳
目
詳
の
羅
列
を
排
除
し
て
い
っ
た

普
通
名
詞
に
巧
み
に
す
り
か
え
ら
れ
て
い
る
。

(

川

叫

)

結
果
が
イ
ギ
リ
ス
の
貿
易
を
中
心
と
す
る
記
述
に
な
っ
た
と
い
っ
て
も
-
誤
り
で
は
な
い
。
こ
の
こ
と
は
『
蘭
衛
偶
読
』
に
梁
廷
栴
が
満
足
で
き

な
い
理
由
を
端
的
に
表
現
し
て
お
り
、
逆
に
『
合
省
園
読
』
が
満
足
の
い
く
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

ま
た
こ
の
改
鑓
の
作
業
の
中
で
『
蘭
忠
商
偶
説
』
を
作
製
す
る
際
に
一
度
は
捨
て
さ
っ
た
材
料
(
そ
の
事
情
は
俊
行
注
の
中
で
説
明
さ
れ
て
い
る
)

(

お

)

を
『
英
士
口
利
園
記
』
の
中
で
特
別
の
理
由
を
述
、べ
る
こ
と
な
く
優
先
的
に
用
い
る
と
い
う
こ
と
が
行
な
わ
れ
て
い
る
。
事
質
の
確
定
の
手
が
か

り
を
往
々
に
し
て
依
い
て
い
る
こ
と
、

そ
の
こ
と
に
劃
す
る
自
信
の
な
さ
、
あ
る
い
は
こ
だ
わ
り
の
な
さ
を
そ
れ
は
示
し
て
い
る
。

『蘭
衛
偶
説
』

『
四
洲
志
』
と
は
針
照
的
に

『
合
省
園
設
』
そ
し
て
そ
の
材
料
と
な
っ
た
『
志
略
』
に
梁
廷
栴
は
満
足
し
て
い
た
と
思
わ

nu 
oo 

れ
る
。

彼
に
と
っ
て
の
理
解
の
し
や
す
さ
の
理
由
と
テ
ク
ス
ト
の
賦
態
を
知
る
た
め
に
、

現
在
の
私
た
ち
が
『
志
略
』
を
直
接
眺
め
る
こ
と

は
、
自
分
た
ち
の
持
っ
て
い
る
知
識
に
ひ
き
つ
け
て
よ
り
多
く
の
意
味
を
讃
み
込
ん
で
し
ま
う
こ
と
か
ら
、

か
え
っ
て
問
題
を
わ
か
り
に
く
く

す
る
と
い
う
面
が
あ
る
。

我
々
は
知
り
す
ぎ
て
い
る
の
で
あ
る
。

や
は
り
、

書
き
、

そ
し
て
そ
れ
を
讃
む
と
い
う
行
震
を
十
九
世
紀
三
十
年

代
・
四
十
年
代
の
カ
ン
ト
ン
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
の
中
で
考
え
る
必
要
が
あ
る
。

十
九
世
紀
前
中
T

(

一
八
一
一

l
一
八
四
四
)
に
、

宣
教
師
に
よ
っ
て
あ
ら

カ
ン
ト
ン
・
マ
ラ
ッ
カ
・
パ
タ
ピ
ア
・
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
を
中
心
に
、

(
お
)

か
じ
め
中
国
語
で
書
か
れ
た
百
七
十
徐
り
の
出
版
物
が
刊
行
さ
れ
て
い
る
。
ブ
リ
ッ
ジ
マ
ン
は
そ
の
作
者
の
中
の
有
力
な
一
人
で
は
あ
る
が
、

翻
詩
者
た
ち
と
そ
の
作
業
の
中
心
に
あ
っ
た
の
は
、
モ
リ
ソ
ン
と
彼
の

b

b
h内及。司
HAH-句
。
¥
H
V町
内

訟

2
8
m
hbwHhNhhH内
内
で
あ
っ
た
。
モ

リ
ソ
ン
は
自
分
の
直
面
し
て
い
る
翻
需
の
問
題
に
き
わ
め
て
自
魔
的
・
敏
感
で
あ
り
、

彼
に
つ
い
て
考
え
る
こ
と
は
ブ
リ
y
ジ
マ
ン
の
『
志



略
』
の
テ
ク
ス
ト
と
し
て
の
問
題
を
よ
り
贋
く
一
般
的
に
と
ら
え
る
こ
と
に
も
な
る
。
ブ
リ
ッ
ジ
マ
ン
と
そ
の
著
作
は
モ
リ
ソ
ン
の
議
論
の
圏

(

向

山

)

内
に
そ
の
ま
ま
入
っ
て
い
る
と
い
っ
て
も
よ
い
。

(

叩

品

)

b

N

)
片
足
。
さ
H

J

、。」「

H
V
町
内
と
3
8同
ト
お
お
h
H
h
h
H
h

川
町
は
全
六
加
で
三
つ
の
部
分
に
分
け
ら
れ
て
い
る
。

HM白
同

H
H

の
E
口
町
田
叩
同
ロ
門
日
開
ロ

E
u
r・
〉
口
問
ロ
関
白
内
凶
田
口
口
O
H
eロ

m
Z
手間

H
N
担
任
S
F
(骨
溜
〉

〈。
-
-
H
H
∞5
・

〈。-・口
H

∞N
N
・

〈
o--HHH

H

∞ωω
・

同

ν間
同
同

H
H

。

E
ロ
四
回
目
同
ロ
仏
開
口
関
口

m
F
〉

同

日

ロ

m
m仏
〉
]
匂
}
戸
田
ゲ
伺
片
山
口
問

Z
M『
(
凶
冊
磁
海
〉

〈
o
-
-
H
5
5
・
ぐ
o--
同

居
N
0
.

可
回
一
三
]
[
口

H
W
ロ

m
E印
}
回
同
ロ
門
目
。

E
口
町
田
一
向

(

H

∞N
N〉
・

く
と
い
う
性
質
上
、
中
園
語
・
中
園
に
劃
す
る
モ
リ
ソ
ン
の
理
解
・
態
度
を
表
し
て
お
り
、

そ
こ
に
繊
細
な
翻
詳
細
酬
を
う
か
が
う
こ
と
が
で
き

- 81ー

六
加
の
う
ち
五
加
ま
で
は
中
英
辞
典
で
あ
り
、
英
中
に
あ
て
ら
れ
て
い
る
の
は
わ
ず
か
一
加
に
す
ぎ
な
い
。
中
英
部
分
は
中
国
語
を
英
語
で
解

る

自
ら
の
編
纂
し
た
僻
典
に
つ
い
て
モ
リ
ソ
ン
は
こ
と
の
ほ
か
謙
虚
で
あ
る
。
彼
に
す
れ
ば
、
翻
需
に
そ
の
ま
ま
利
用
で
き
る
言
葉
を
彼
の
辞

書
に
期
待
し
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
遁
嘗
な
文
章
を
き
が
す
た
め
の
手
が
か
り
と
な
る
よ
う
な
言
葉
の
意
味
が
期
待
で
き
る
だ

け
で
あ
る
。
詩
的
な
言
葉
、
古
典
を
ふ
ま
え
た
い
い
ま
わ
し
の
意
味
も
期
待
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
の
た
め
に
は
中
園
語
に
劃
し
て
従
来

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
が
捧
げ
て
来
た
以
上
の
努
力
が
必
要
と
さ
れ
る
が
、
そ
れ
は
た
だ
ち
に
達
成
さ
れ
る
よ
う
な
性
質
の
も
の
で
は
な
い
の
で
あ

ハ
ぬ
)

る
。
そ
も
そ
も
、
ひ
と
つ
ひ
と
つ
の
軍
語
・
文
を
定
義
す
る
だ
け
で
中
園
語
を
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
に
停
え
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
か
。
で
き
る

と
す
る
な
ら
ば
彼
の
辞
書
は
あ
ま
り
に
も
ま
と
ま
り
に
飲
け
る
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
し
、

で
き
な
け
れ
ば
酔
書
は
ま
だ
十
分
盟
富
で
な
い
と

い
う
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
中
園
か
ら
離
れ
た
地
に
住
み
、
中
園
人
の
助
け
を
得
る
こ
と
が
で
き
な
い
大
多
数
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
に
と
っ
て
、

‘81 
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ひ
と
つ
ひ
と
つ
の
車
語
・
文
の
定
義
し
か
含
ん
で
い
な
い
辞
書
か
ら
中
園
語
を
事
ぶ
こ
と
は
で
き
な
い
。

に
あ
る
よ
う
な
、
中
園
に
闘
す
る
著
作
・
論
文
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
が
手
近
く
あ
り
、
さ
ら
に
多
く
の
時
聞
を
費
せ
ば
、
あ
る
い
は
か
な
り
の
準

(

必

)

歩
が
期
待
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
こ
と
は
稀
れ
で
あ
る
。

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
い
く
つ
か
の
固
書
館

中
園
語
の
辞
書
は
中
園
人
の
考
え
方
・
規
範
と
い
っ
た
文
化
的
背
景
を
含
ん
だ
、

言
葉
の
包
括
す
る
あ
ら
ゆ
る
面
を
検
討
し
た
も
の
で
な
く

て
は
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
な
観
貼
か
ら
い
え
ば
、
彼
の
僻
典
は
ま
だ
あ
ま
り
に
も
簡
略
に
す
ぎ
る
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
中
園
人
は
オ
リ

ジ
ナ
ル
な
民
族
で
あ
り
、
そ
の
思
考
の
め
ぐ
ら
し
方
は
オ
リ
ジ
ナ
ル
な
も
の
で
あ
り
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
の
そ
れ
と
は
し
ば
し
ば
大
き
く
食
い
ち

が
う
か
ら
、

そ
の
精
神
・
文
化
に
も
と
寺
つ
い
て
言
葉
を
定
義
す
る
の
で
な
け
れ
ば
、
讃
む
者
は
誤
解
に
陥
る
危
険
が
常
に
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

そ
の
園
の
歴
史
・
地
理
・
政
治
・
宗
教
・
地
方
の
習
慣
・
考
え
方
に
無
知
で
あ
れ
ば
あ
る
だ
け
、
そ
の
言
語
は
困
難
な
も
の
と
な
り
誤
解
の
可

能
性
が
大
き
く
な
る
。
中
園
人
に
と
っ
て
自
明
な
こ
と
も
外
園
人
に
と
っ
て
は
掴
み
ど
こ
ろ
の
な
い
も
の
と
な
る
し
、
そ
も
そ
も
外
園
人
に
と

っ
て
言
葉
が
中
園
人
と
同
じ
連
想
を
喚
起
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
椅
子
を
手
渡
す
、

(

但

〉

皐
な
い
い
ま
わ
し
よ
り
少
し
で
も
高
級
な
も
の
に
お
い
で
さ
え
、
す
で
に
そ
う
な
の
で
あ
る
。

皿
を
も
っ
て
く
る
、
と
い
う
よ
う
な
ど
く
簡

- 82ー

異
文
化
と
し
て
の
中
園
、
文
化
が
異
な
れ
ば
言
語
に
よ
る
世
界
の
巨
切
り
方
も
異
な
る
と
い
う
こ
と
を
い
っ
て
い
る
わ
け
だ
が
、
こ
れ
は
中

園
と
中
園
語
に
濁
自
の
債
値
・
有
用
性
を
認
め
る
モ
リ
ソ
ン
の
考
え
方
に
裏
打
ち
さ
れ
て
い
る
。
彼
か
ら
見
れ
ば
、
現
在
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
中
園

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
事
柄
は
中
園
に
と
っ
て
重
要
で
は
な
い
し
、
中
園
の
出
来
事
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

人
の
閥
心
を
引
き
起
こ
さ
な
い
。
商
一
人
・
宣
教
師
が
事
ぶ
の
は
中
園
語
と
い
う
不
毛
の
言
語
で
あ
り
、
苦
心
の
末
そ
れ
を
修
得
し
て
も
そ
こ
に

と
の
聞
に
は
相
互
の
無
関
心
が
存
在
し
て
い
る
。

あ
る
の
は
中
園
文
事
と
い
う
砂
漠
で
あ
る
、
と
い
う
よ
う
に
も
言
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
言
い
方
は
偏
見
に
満
ち
て
お
り
、
民
族
的
・
ヨ

1
ロ

ッ
パ
人
的
感
情
に
従
う
も
の
で
、
慶
い
心
で
人
類
を
見
る
と
い
う
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
。
自
ら
の
民
族
を
愛
す
る
こ
と
は
同
時
に
他
の
民
族

(

州

出

)

を
憎
悪
す
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
、
と
考
え
る
の
は
誤
り
で
あ
る
。

中
園
語
は
最
も
古
く
最
も
よ
く
知
ら
れ
た
言
語
の
ひ
と
つ
で
、

そ
れ
を
話
す
人
は
人
類
の
三
分
の
一
を
占
め
る
。
中
園
の
詩
は
美
し
く
、
歴



史

・
停
記
は
示
唆
に
富
み
興
味
深
い
。
そ
の
道
徳
的
な
面
に
お
い
て
中
園
人
は
ヨ

ー
ロ
ッ
パ
人
に
勝
っ
て
い
る
。
可
能
な
限
り
教
育
を
普
及
さ

せ
よ
う
と
す
る
こ
と
、
若
者
の
教
育
に
お
い
て
自
然
科
事
よ
り
も
道
徳
的
な
事
聞
を
重
ん
じ
る
こ
と
は
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
が
中
園
に
周
子
ぶ
べ
き
事

(

必

)

柄
で
あ
る
。
中
園
語
を
事
ぶ
こ
と
は
、
こ
の
よ
う
な
中
園
に
よ
り
親
し
み
理
解
す
る
手
助
け
と
な
る
の
で
あ
る
。

モ
リ
ソ
ン
の
酔
書
の
中
英
部
分
は
言
葉
の
包
括
す
る
あ
ら
ゆ
る
面
を
含
ん
で
い
る
と
ま
で
は
い
え
な
い
が
、
確
か
に
車
な
る
言
葉
の
定
義
に

と
ど
ま
ら
な
い
よ
う
に
工
夫
が
な
さ
れ
て
い
る
。
掛
麿
す
る
誇
語
を
い
た
ず
ら
に
多
く
掲
げ
よ
う
と
す
る
の
で
は
な
く
、
説
明
を
充
貫
し
、
英

語
と
の
意
味
の
相
違
・
ニ
ュ
ア
ン
ス
に
敏
感
で
あ
る
。
中
園
人
の
考
え
と
規
範
に
配
慮
す
る
と
い
う
貼
で
は
、
例
え
ば
「
事
」
と
い
う
字
の
項

〈

必

)

で
は
、
全
四

O
頁
の
内
、
二
六
頁
に
わ
た
っ
て
事
政
・
科
場
則
例
に
は
じ
ま
る
、
科
奉
に
つ
い
て
の
百
科
事
典
的
知
識
が
展
開
さ
れ
て
い
る
。

(

必

〉

こ
の
傾
向
は
モ
リ
ソ
ン
の
他
の
著
作
に
お
い
て
も
額
著
で
あ
る
が
、
と
り
わ
け
み
て
は
8
0
H，のか
3
Q
は
そ
の
意
味
で
象
徴
的
な
作
品
で
あ

る
。
こ
れ
は
も
と
も
と
み

U
R及
。
ミ
H

ミ
一
。
¥
同
宮
町
、
H
5
2同
ト
お
潟
町
H
h
h
H
h
m

の
一
部
と
し
て
分
か
た
れ
ず
に
と
じ
込
ま
れ
る
は
ず
で
あ
っ
た

〈

必

〉

が
、
し
ば
し
ば
参
照
す
る
の
に
便
利
で
あ
る
よ
う
に
別
の
著
作
と
し
て
刊
行
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
紀
年
・
地
理
・
官
制
・
時

間

・
祭
杷
・
宗
教
の
六
つ
の
項
に
分
か
っ
て
、
言
葉
の
背
景
と
し
て
の
中
園
を
理
解
す
る
た
め
の
基
礎
知
識
と
も
い
う
べ
き
も
の
が
述
べ
ら
れ

- 83ー

て
い
る
。

モ
リ
ソ
ン
の
僻
昔
一
日
の
中
英
部
分
、
特
に
そ
の
第
二
部
は
、

(

U

)

 

あ
る
と
稽
讃
さ
れ
た
。
こ
れ
に
劃
し
て
第
三
部
の
英
中
部
分
は
、
宣
教
師
と
し
て
の
彼
の
仕
事
、

語
で
表
現
す
る
、
に
直
接
か
か
わ
る
。
フ
ラ
グ
テ
イ
カ
ル
な
面
を
表
し
て
い
る
。

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
シ
ノ
ロ
ジ
ス
ト
た
ち
に
よ
っ
て
全
瞳
の
中
で
最
も
完
壁
で
有
用
で

キ
リ
ス
ト
教
・
西
洋
に
闘
す
る
知
識
を
中
園

モ
リ
ソ
ン
に
と
っ
て
中
園
語
へ
の
翻
需
は
二
重
の
作
業
を
意
味
し
て
い
た
。
ひ
と
つ
は
原
文
の
意
味
を
正
確
に
理
解
し
そ
の
精
神
を
感
じ
と

る
こ
と
、
い
ま
ひ
と
つ
は
翻
誇
の
中
で
原
文
の
意
味
と
精
神
を
正
確
に
、
は
っ
き
り
と
、
中
園
語
ら
し
く
(
も
し
可
能
な
ら
ば
、
エ
レ
ガ
ン
ト

に
〉
表
現
す
る
こ
と
で
あ
る
。
ひ
と
つ
め
の
作
業
は
、
異
教
徒
(
中
園
人
)
の
翻
罪
者
よ
り
も
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
の
事
生
の
方
が
能
力
が
あ
る
だ

ろ
う
。
後
の
方
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
母
園
語
に
誇
す
中
園
人
の
方
が
勝
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
ふ
た
つ
の
資
質
を
多
少
な
り
と
も
満
足

83 
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(
川
崎
〉

な
形
で
一
人
の
個
人
の
中
で
粂
ね
合
わ
せ
る
の
は
困
難
で
あ
る
。

モ
リ
ソ
ン
は
第
二
の
作
業
よ
り
も
第

一
の
作
業
の
方
が
大
切
で
あ
る
と
考
え
て
い
た
。
翻
需
が
中
園
語
と
し
て
流
麗
で
あ
っ
た
と
し
て
も
意

味
の
誤
解
を
償
う
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
文
僅
の
あ
る
程
度
の
粗
さ
は
意
味
ま
で
も
破
，
壊
し
な
い
の
で
あ
る
。
寅
際
、
商
業
的

・
政
治
的
な
文

章
の
翻
-誇
の
経
験
か
ら
い
っ
て
も
、
外
園
人
に
よ
る
不
細
工
な
翻
誇
で
も
、
口
頭
で
俸
え
た
場
合
よ
り
も
は
っ
き
り
と
中
園
人
の
生
徒
は
原
文

の
意
味
と
精
神
を
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
紳
の
啓
示
の
意
味
を
よ
り
よ
く
俸
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
き
れ
い
で

中
国
語
ら
し
く
は
な
い
が
、

正
し
い
判
断
力
と
中
庸
を
得
た
事
識
を
も
っ
た
宣
教
師
に
よ
る
翻
語
な
の
で
あ
り
、
異
教
徒
の
中
園
人
が
中
拝
し
た

で
き
あ
い
の
も
の
で
は
な
い
。
翻
語
に
際
し
て
中
園
人
が
異
教
徒
的
な
観
念
に
影
響
さ
れ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
が
、

さ
ら
に
そ
の
彼
ら

自
身
の
観
念
に
ぴ
っ
た
り
来
な
け
れ
ば
、
原
文
の
意
味
を
正
す
ふ
り
を
し
て
彼
ら
自
身
に
ひ
き
ょ
せ
る
と
い
う
こ
と
さ
え
す
る
の
で
あ
る
。
原

文
の
意
味
に
忠
質
で
あ
る
こ
と
、
明
確
・
簡
潔
で
あ
る
こ
と
、

ま
れ
に
し
か
使
わ
な
い
言
葉

・
古
典
を
ふ
ま
え
た
い
い
方
よ
り
も
あ
た
り
ま
え

- 84ー

の
い
い
方
を
選
ぶ
こ
と

(
川
崎
〉

の
心
得
で
あ
っ
た
。

つ
ま
り
中
園
の
哲
事
・
宗
教
で
よ
く
使
わ
れ
る
テ
ク
-
一
カ
ル
・
タ
l
ム
を
避
け
る
こ
と
が
、
翻
謹
の
際
の
モ
リ
ソ
ン

そ
の
わ
か
り
や
す
さ
と
い
う
の
は
買
は
原
文
に

(

印

〉

は
な
か
っ
た
中
国
語
固
有
の
意
味
が
翻
諜
を
通
し
て
ま
ぎ
れ
込
む
こ
と
を
意
味
す
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。

中
園
語
へ

の
翻
書
で
あ
る
か
ら
、

中
園

中
園
語
ら
し
さ
、
中
園
人
に
と

っ
て
の
わ
か
り
や
す
さ
を
こ
と
さ
ら
に
犠
牲
に
す
る
の
は
、

語
と
い
う
道
具
を
使
っ
て
英
語
の
意
味
を
描
寓
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
の
時
モ
リ
ソ
ン
は
中
園
語
が
レ
わ
ば
無
色
透
明
で
、
英
語
の
意

味
を
そ
の
ま
ま
寓
し
だ
す
た
だ
の
道
具
で
あ
っ
て
ほ
し
い
と
望
ん
だ
。
し
か
し
寅
際
に
は
、
と
も
す
れ
ば
中
園
語
は
そ
の
中
園
語
と
し
て
の
意

味
を
強
く
主
張
し
な
が
ら
英
語
の
意
味
の
中
に
居
す
わ
り
が
ち
で
あ
っ
た
。
だ
か
ら
こ
そ
彼
は
原
文
に
忠
買
で
あ
る
こ
と
を
何
度
も
主
張
す
る

の
で
あ
る
。

モ
リ
ソ
ン
の
鋭
敏
な
言
語
観
は
、
嘗
時
英
語
の
概
念
を
十
分
な
形
で
中
園
語
で
表
現
す
る
こ
と
が
非
常
に
困
難
な
環
境
に
あ
っ
た

こ
と
を
感
じ
取
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

中
国
語
に
な
い
新
し
い
概
念
を
説
明
す
る
時
は
、
中
園
語
の
テ
ク
ニ
カ
ル
・
タ

1
ム
が
入
り
込
む
こ
と
に
と
り
わ
け
神
経
質
に
な
る
必
要
が



あ
る
。
そ
の
時
は
文
服
に
訴
え
る
。
新
し
い
概
念
を
に
な
っ
た
言
葉
が
い
つ
も
同
じ
文
脹
に
埋
め
込
ま
れ
て
い
れ
ば
、
謹
む
も
の
は
や
が
て
そ

〈

日

)

の
意
味
を
理
解
す
る
よ
う
に
な
る
と
い
う
こ
と
が
嘗
時
主
張
さ
れ
て
い
た
。
だ
が
、
中
園
語
ら
し
い
表
現
、
テ
ク
ニ
カ
ル
・
タ
l
ム
を
避
け
よ

う
と
す
れ
ば
、
文
章
は
ど
う
し
て
も
ま
わ
り
く
ど
く
説
明
的
に
な
る
。
モ
リ
ソ
ン
の
翻
-
諜
に
劃
す
る
中
園
人
の
印
象
は
、
中
園
語
ら
し
い
と
は

と
て
も
い
え
な
い
公
民
吟
OB
宮
古
m
E
5
自
民

ε、
徐
計
な
言
葉
、
不
必
要
な
繰
り
返
し
が
多
く
、

ロ

C
B
r
R
a
H
E
C白
色
曲
目
丘
町
田
由
ロ
島

S
E
c
-
o問
符

p
=
r
m
n
y
sロ
仏

R

F由
自
町
田
口

Z
m
o
σ
mロ
ロ
同
伺
)
、

意
味
を
あ
い
ま
い
に
し
て
い
る
公
開
門
町
民

徐
計
な
言
葉
が
あ
ま
り
に
多
く
、

中
園
の
書
物
の
通
常
の
ス
タ
イ
ル
と
は
掛
照
的
に
、

そ
れ
が
外
国
語
的
な
表
現
様
式
を
多
く
含
ん
で
い
る

(
2
8
a
H認
可

5
H
r
g
p
gロ
g
z
z
m
g
z
n
r
p
E
mロ

〈

臼

)

℃

y
g
R
o
-
o
m
u
J
n
oロ
仲
良
弓
件
。
同
F
o
g
s
-
2
1
0
0向。
E
Z
o
r
c
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。

に
忠
質
に
、
と
い
う
モ
リ
ソ
ン
の
意
固
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

に
、
翻
諜
と
い
う
形
に
入
る
こ
と
す
ら
困
難
な
場
合
が
多
か

っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
あ
る
い
は
そ
れ
は
彼
の
言
語
感
魔
が
あ
ま
り
に
も
繊
細

中
園
語
に
は
な
い
英
語
の
新
し
い
概
念
を
翻
-
講
す
る
と
い
う
は
じ
め
て
の
試
み
の
中
で
は
、
中
園
語
ら
し
さ
を
犠
牲
に
し
て
も
原
文
の
意
味

結
果
か
ら
見
れ
ば
、

そ
れ
以
前
の
問
題
と
し
て
モ
リ
ソ
ン
の
力
の
限
界
の
た
め

zu 
oo 

で
誤
り
を
恐
れ
た
か
ら
か
も
し
れ
な
い
。
彼
の
僻
書
の
中
で
英
中
部
分
は
一
加
に
と
ど
ま
り
、
中
英
部
分
と
は
不
釣
合
な
、
わ
ず
か
四
八

O
頁

を
興
え
ら
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
こ
の
量
的
な
貧
弱
さ
は
、
英
語
ら
し
い
概
念
、
中
国
語
で
表
現
し
よ
う
と
し
た
と
き
中
園
語
濁
自
の
概
念

が
入
り
そ
う
な
も
の
を
あ
ら
か
じ
め
省
い
て
し
ま
っ
た
嘗
た
り
障
わ
り
の
な
さ
を
表
し
て
い
る
。
中
英
部
分
の
解
俸
の
周
到
さ
と
は
封
照
的

に
、
英
語
濁
特
の
概
念
は
こ
こ
で
解
き
明
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。

そ
れ
以
上
に
モ
リ
ソ
ン
の
辞
書
の
こ
の
部
分
の
合
む
問
題
は
、
英
語
を
中
園
語
で
解
く
と
い
う
ス
タ
イ
ル
で
あ
る
は
ず
の
と
こ
ろ
に
、
む
し

ろ
中
英
の
部
分
の
ス
タ
イ
ル
が
色
濃
く
あ
ら
わ
れ
て
い
る
こ
と
に
あ
る
。

no--m宮
の
項
で
は
、

加
え
ら
れ
ず
、
説
明
さ
れ
て
い
る
の
は
中
園
の
制
度
で
あ
る
。

イ
ギ
リ
ス
の
大
拳
制
度
に
つ
い
て
の
解
穫
は

85 
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〉
ロ
白
色
。
ロ
白

-nozm凶
陥
州
市
三
】

MmE口
四

圏
中
間
附
}
向
者

α
門
明
日
]
内
窓
口

園
川淵
ケ
忌
}
お
ん
い

〉
片
山
門
田
門

no-rum叩

E

F白

2
6
-
z

態
勢
需

E
ロ』

E
U
N
c
g

no--mm』
白
件
。
。
『

p
o
F巧
α1円
印

N
叩

F
Zロ

開
府

Z

E
印陣ロ∞

。
。

-
r
m
5
z
o
h
F叩
国
間
口

l-Eluヨ
H巾
P

態
勢
宮
ロ
』
回
口

(
円
寸
宮
前
〉

叶

Z
E
m
Z
2
-
5
5
q
宮
5
8
5
2
n
y
胃
o
iロ
S
U
B
-一
色
幅
罰
宮
ん
u
u
E
2・
国

叩

国

間

間

匂

℃

o-Z包
ゲ

可

子

叩

巾

HHHU叩
円
。
吋
白
ロ
仏

主
席
ロ
岳
民
吾
刊
何

MgHHH百
三
一

oロ
え
の
由
ロ
円
日
正
巳
2
5
2
n
}回
全

m
E
n
y
回

目

当

mZ
自
主
任
問
丘
町
口
口
一
色
町

M
S
E
E
m
E
oロ
包
吾
伺

門
出
Hu--け
白
-
。
-
h

丹

}Hm
同)円
0
4
-
ロ
ロ
巾
・

回
O
阻
止
で
は
六
部
が
、

(
U
H
-
B
叩
で
は
十
悪
が
説
明
さ
れ
て
い
る
。
モ
リ
ソ
ン
が
集
め
て
い
た
の
は
中
英
部
分
と
同
様
に
中
園

〈

臼

)

語
の
例
文
で
あ

っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
モ
リ
ソ
ン
の
僻
書
は
宣
教
師
た
ち
が
中
園
語
で
著
作
を
す
る
と
き
の
手
引
き
と
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
。
彼

- 86ー

同
じ
よ
う
に
、

ら
が
モ
リ
ソ
ン
の
よ
う
な
敏
感
な
言
語
の
感
費
を
持
ち
あ
わ
せ
て
い
な
け
れ
ば
、
辞
書
の
こ
の
部
分
の
癖
に
強
く
影
響
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
。
そ

の
結
果
は
、

モ
リ
ソ
ン
が
最
も
警
戒
し
た
、
原
文
の
意
味
か
ら
離
れ
た
中
園
語
ら
し
さ
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
こ
こ
に
集
め
ら
れ
た
車
語
・

フ
レ
ー
ズ
は
大
き
な
手
助
け
に
な
る
で
あ
ろ
う
が
、
中
園
語
の
知
識
の
な
い
者
が
見
だ
し
に
掲
げ
ら
れ
た
英
語
を
参
照
す
る
だ
け
で
、
中
園
語

で
そ
の
思
想
を
表
現
で
き
る
な
ど
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
、
と
い
う
序
文
の
中
の
モ
リ
ソ
ン
の
言
葉
は
こ
の
た
め
の
自
信
の
な
き
で
あ
ろ
う

(

臼

)

カ

だ
か
ら
似
た
よ
う
な
感
じ
の
言
葉
で
も
英
語
と
中
国
語
で
は
意
味
は
大
き

く
異
っ
て
い
る
は
ず
だ
と
い
う
そ
リ
ソ
ン
の
言
語
観
は
き
わ
め
て
繊
細
な
も
の
で
あ
り
、
同
時
に
現
在
の
私
た
ち
か
ら
す
れ
ば
陳
腐
と
す
ら
い

え
る
ほ
ど
に
馴
染
み
の
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
現
在
の
我
々
の
常
識
的
な
言
語
観
・
翻
誇
観
で
あ
ろ
う
。
翻
需
に
劃
す
る
ブ
リ
ッ
ジ
マ
ン
の
構

文
化
が
異
な
る
か
ぎ
り
言
語
に
よ
る
世
界
の
匿
切
り
方
も
遣
う
、



え
も
モ
リ
ソ
ン
と
似
た
も
の
で
あ
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
。
中
園
は
事
問
的
研
究
に
と
っ
て
最
も
興
味
あ
る
掛
象
で
あ
る
と
彼
は
認
め
て
い
た

(日〉
し、

h
n
v
s
g町
内
V
3
h
H。
ミ
悼
む

H
Vい可

3

H

F
町
内

R
S
N
g
o宮
内
町
立
の
中
で
な
さ
れ
た
彼
の
語
文
(
中
文
英
誇
)
と
注
解
は
モ
リ
ソ
ン
に
お
と

(

回

)

ら
ず
周
到
で
あ
る
。
だ
が
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
園
の
事
情
を
中
園
語
で
表
現
し
た
『
志
略
』
で
は
や
は
り
力
量
の
な
さ
が
明
白
で
あ
り
、
彼
の
繊

細
さ
も
し
ば
し
ば
モ
リ
ソ
ン
が
最
も
怖
れ
た
安
易
さ
に
あ
ま
り
に
も
た
や
す
く
譲
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
時
に
は
苦
痛
を
感
じ
さ
せ
る

ほ
ど
っ
き
つ
め
た
モ
リ
ソ
ン
の
言
語
観
は
ブ
リ
γ
ジ
マ
ン
に
は
見
ら
れ
な
い
。

ω。
ロ
町
四
件
可
同
O
H

岳
叩
口
出
5-oロ
O
同
巴
印
巾

p-
関
口
。
d

己
包
m
m
E

の
E
ロ
同
で
ブ
リ
ッ
ジ
マ
ン
と
ギ
ュ
ツ
ラ
フ
(
穴
白
ユ
句
同
校
内
E
n
r
〉
己

m
c
a
のえと曲目戸

一八
O
三
l
一
八
五
一
)
は
緊
密
な
協
力
者
で
あ
っ
た
。
ギ
み

ツ
ラ
フ
の
翻
需
が
、

(
m
w
)
 

こ
と
を
考
え
合
わ
せ
れ
ば
、
あ
る
い
は
ブ
リ
ッ
ジ
マ
ン
も
『
士
山
略
』
の
意
味
の
あ
い
ま
い
さ
を
さ
ほ
ど
気
に
か
け
て
い
な
か
っ
た
の
か
も
し
れ

モ
リ
ソ
ン
が
怖
れ
た
中
園
人
に
と
っ
て
の
分
り
易
さ
を
布
教
の
た
め
の
積
極
的
な
利
貼
と
み
な
す
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た

』

l
h

、。

φ
l
H
L
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『
合
省
園
読
』
の
序
は
ア
メ
リ
カ
合
衆
園
の
僅
制
に
劃
す
る
素
直
な
驚
き
か
ら
始
っ
て
い
る
。
こ
れ
ま
で
『
海
園
四
設
』
に
言
及
さ
れ
る
こ

と
が
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
ほ
と
ん
ど
こ
の
序
に
見
ら
れ
る
意
識
の
高
さ
に
ふ
れ
る
た
め
で
あ
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
。

六
合
の
内
外
、
中
園
か
ら
最
果
て
の
地
に
到
る
ま
で
、

ひ
と
り
の
君
主
を
戴
い
て
賞
罰
禁
令
を
統
べ
な
い
も
の
は
な
い
。
調
縫
輿
奪
の
遣
い

は
あ
る
け
れ
ど
も
、
君
が
上
に
治
め
民
が
下
に
し
た
が
う
と
い
う
の
は
同
じ
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
ア
メ
リ
カ
合
衆
園
だ
け
が
異
な
る
。
畏
る
べ

き
は
民
に
非
ず
や
、
と
い
う
書
ハ
大
馬
諜
)
の
言
葉
が
儒
り
で
な
い
こ
と
を
こ
れ
で
知
る
の
で
あ
る
、
と
し
た
後
、
そ
の
驚
き
の
由
来
が
い
く

(

臼

)

っ
か
に
分
け
て
述
べ
ら
れ
る
。
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建
園
の
始
め
か
ら
一
園
の
賞
罰
禁
令
を
す
べ
て
「
民
」
が
決
議
し
、

そ
の
後
に
人
を
選
ん
で
こ
れ
を
守
ら
せ
る
。

ま
ず
「
園
法
」
が
あ
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り
、
そ
の
後
に
「
統
領
」
が
く
る
の
で
あ
り
、

そ
の
逆
で
は
な
い
。

「法
」
と
い
う
の
は
「
民
心
の
公
」
で
あ
る
。

「
統
領
」
は
期
限
を
切

っ
て
易
え
る
。
優
れ
た
「
統
領
」
で
あ
っ
て
も
、

そ
の
た
め
に

「法
」
を
媛
え
て
任
を
績
け
さ
せ
る
こ
と
は
し
な

ぃ
。
そ
の
地
位
に
い
す
わ
り
権
力
を
恋
に
し
て
退
か
な
い
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
し
、

ど
の
よ
う
な
形
で
あ
れ
「
法
」
を
犯
し
て
取
っ

て
か
わ
る
と
い
う
こ
と
も
で
き
な
い
。
そ
の
進
退
は
す
べ
て
「
民
」
に
公
け
に
さ
れ
、
そ
の
上
で
「
民
」
も
自
ら
の
選
ん
だ
「
統
領
」
の

命
に
し
た
が
う
の
で
あ
る
。
こ
れ
は

「郷
摩
里
遺
」
の
意
を
持
守
し
、
確
か
な
擦
り
ど
こ
ろ
が
な
い
と
思
わ
れ
て
き
た
、
所
謂
「
視
聴
、

民
よ
り
す
」
と
い
う
こ
と
を
寅
誼
し
て
み
せ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
す
れ
ば
、

四
年
と
い
う
限
ら
れ
た
任
期
の
あ
る
「
統
領
」
は
業

を
樹
て
る
こ
と
も
私
事
を
済
す
こ
と
も
な
く

「法」

を
遵
守
し
、
四
年
の
聞
に
全
力
を
喝
し
、

「
民
」
に
良
い
評
判
を
の
こ
す
よ
う
に

心
が
け
る
だ
け
で
あ
る
。

-
だ
が
、
こ
の
よ
う
な
「
開
闘
よ
り
未
だ
あ
ら
ざ
る
の
局
」
は
「
地
」

(

印

)

の
事
情
が
そ
ろ
っ
て
始
め
て
可
能
で
あ
っ
た
こ
と
。

「時」

「
人
」
と
い
う
ア
メ
リ
カ
合
衆
固
に
し
か
な
い
三
つ
の
偶
然
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ど
れ
ほ
ど
未
熟
な
も
の
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
法
に
劃
す
る
こ
と
の
ほ
か
の
重
視
、
君
主
制
の
否
定
、
民
主
主
義
の
蔚
芽
と
い
う
も
の
を
、
私

た
ち
は
こ
の
中
に
た
や
す
く
讃
み
込
む
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、

ア
メ
リ
カ
合
衆
園
に
劃
す
る
序
の
梁
廷
栴
の
認
識
が
彼
に
と
っ
て
ど
の
よ

う
な
も
の
で
あ
っ
た
か
は
、

『
志
略
』
の
記
述
を
彼
が
ど

(

印

)

の
よ
う
に
さ
ば
い
て
い
っ
た
か
を
、
序
に
封
臆
す
る
『
合
省
園
読
』
巻
二
の
記
述
の
中
で
慎
重
に
見
て
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

お
の
ず
か
ら
私
た
ち
の
解
穣
と
は
別
の
と
こ
ろ
に
あ
る
。
そ
れ
を
知
る
た
め
に
は
、

『
合
省
園
読
』
の
序
の
末
尾
に
は
、

い
か
に
も
風
襲
り
で
あ
る
が
、
興
味
深
い
言
及
が
あ
る
。
そ
れ
は
ブ
リ
ッ
ジ
マ
ン
の
『
士山
略
』
の
記
述

の
あ
り
方
に
つ
い
て
の
も
の
で
あ
る
。



あ
る
者
は
こ
の
よ
う
に
言
う
。

ろ
が
(
ブ
リ
ッ
ジ
マ
ン
の
『
士
山
略
』
で
は
〉

「
省
固
」

「府」

「
刷
川
」

制
度
(
文
化
〉
も
大
い
に
異
な
る
(
西
洋
遠
隔
中
夏
、
文
制
泡
殊
)
。
と
こ

「
懸
」
と
い
う
言
葉
を
使
い
、
こ
れ
は
中
園
の
い
い
方
を
模
倣
し
て
い

ア
メ
リ
カ
合
衆
園
が
入
貢
し
カ
ン
ト
ン
で
の
貿
易
を
許
さ
れ
る
よ
り

西
洋
は
中
園
か
ら
遠
く
離
れ
て
、

る
。
ア
メ
リ
カ
合
衆
園
の
十
三
省
が
順
に
置
か
れ
は
じ
め
た
の
は
、

前
の
事
で
あ
り
、
中
園
が
前
代
に
「
道
」
を
「
省
」
と
改
め
た
こ
と
を
聞
い
た
は
ず
も
な
い
。

一
躍
ど
の
よ
う
に
し
て
模
倣
し
た
の
か
、

と

(
こ
の
あ
る
者
は
)
こ
の
と
こ
ろ
か
ら
ア
メ
リ
カ
人
自
身
が
記
し
た
『
志
略
』
の
信
湿
性
を
あ
や
ぶ
む
の
で
あ
る
。
し
か
し

「熱
爾

務
尼

E
園
」
が
「
合
勤
未
祭
直
」
を
「
省
」
と
し
て
い
る
こ
と
は
『
皇
朝
職
貢
園
』
に
記
載
が
あ
る
し
、
他
に

「細

E
州
」
に
「
嘉
略
省
」

「
利
未
亜
洲
厄
日
多
園
」
に
「
孟
斐
府
」
が
あ
る
こ
と
は
、

「
弗
俗
府
」
が
あ
り
、

外
紀
』
に
見
え
る
。
だ
と
す
れ
ば
「
省
」

「
欧
羅
巴
州
」
に
「
嘉
亜
省
」
、

南
懐
仁
の
『
坤
輿

「府」

州、|

「
豚
」
と
い
う
呼
稽
は
ア
メ
リ
カ
合
衆
園
か
ら
始
ま
っ
た
わ
け
で
は
な
い
の
で

あ
る
。
ど
う
し
て
『
志
略
』
の
記
述
、
が
信
じ
ら
れ
な
い
こ
と
が
あ
ろ
う
か
。

こ
の
一
文
は
、
あ
る
者
の
論
難
を
紹
介
し
、

そ
れ
に
謝
し
て
梁
廷
栴
が
答
え
る
と
い
う
ス
タ
イ
ル
を
と
っ
て
い
る
。
や
や
舌
足
ら
ず
に
終
っ
て
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い
る
が
、
梁
廷
栴
が
レ
い
た
い
の
は
、
中
園
か
ら
直
接
撃
ん
だ
わ
け
で
は
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
、

『
皇
清
職
責
固
』
や
『
坤
興
外
紀
』
中
に

見
え
る
諸
園
を
遁
し
て
、
中
園
の
行
政
匝
分
を
ア
メ
リ
カ
合
衆
園
が
模
倣
し
た
、
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
『
合
省
園
設
』
巻
一
で
も
、
中
園

が
省
に
分
か
っ
て
統
治
し
て
い
る
の
を
ア
メ
リ
カ
合
衆
園
が
知
り
、
自
ら
の
園
で
も
省
と
名
づ
け
て
い
る
、
と
繰
り
返
し
述
べ
て
い
る
。

こ
の
一
文
の
奇
妙
さ
は
、
私
た
ち
に
と
っ
て
の
翻
需
の
言
語
の
問
題
が
梁
廷
栴
に
は
嘗
然
の
聞
い
に
な
っ
て
い
な
い
こ
と
に
由
来
し
て
い

る。

『
志
略
』

中
の
「
省
」

「府」

ー.，
州、l
L 

「
鯨
」
と
い
う
語
は
翻
誇
の
作
業
と
し
て
た
ま
た
ま
選
ば
れ
て
い
る
の
で
あ
り
(
例
え
ば

ωEO
の

模
倣
と
い
う
よ
う
な
事
柄
で
は
な
い
。

そ
の
翻
詳
に
は
モ
リ
ソ
ン
の
気
に
か
け
た
言
語
の
問
題

誇
語
と
し
て
「
省
」
を
あ
て
る
と
い
う
よ
う
に
)
、

89 

が
つ
き
ま
と
っ
て
お
り
、
そ
れ
は
『
士
山
略
』
に
劃
し
て
も
本
質
的
な
聞
い
を
な
し
て
い
る
。
だ
か
ら
問
わ
れ
る
べ
き
な
の
は
、
例
え
ば

「省」

た
が
い
の
背
景
に
つ
い
て
何
の
説
明
も
な
く

ω
g
g

と
い
う
詩
語
を
、

に
素
朴
に
劃
躍
さ
せ
た
の
は
、

そ
れ
ほ
ど
差
し
障
り
の
な
い
例
だ
と
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し
で
も
、

や
は
り
ブ
リ
ッ
ジ
マ
ン
の
軽
率
で
は
な
い
か
、

と
い
う
よ
う
な
問
題
で
あ
る
は
ず
だ
。
貫
際
、

「
文
制
迎
か
に
殊
な
る
」
と
あ
る
か

ら
に
は
、
あ
る
者
が
こ
の
一
文
で
問
い
か
け
て
い
る
の
は
、
我
々
か
ら
見
れ
ば
文
化
が
異
な
れ
ば
言
語
に
よ
る
世
界
の
匝
切
り
方
も
異
な
る
と

い
う
事
な
の
で
あ
る
。

だ
が
梁
廷
栴
に
と
っ
て
の
原
理
は
こ
の
よ
う
な
聞
い
と
は
別
の
と
こ
ろ
に
あ
る
。
そ
こ
で
問
題
と
さ
れ
て
い
る
の
は
、
西
洋
の

A
が
中
園
の

B
に
由
来
す
る
と
い
う
こ
と
、
た
だ
そ
れ
だ
け
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
そ
の
模
倣
が
ど
の
よ
う
に
し
て
可
能
で
あ
っ
た
か
が
熱
心
に
解
説
さ

れ
る
の
で
あ
る
。
私
た
ち
に
と
っ
て
モ
リ
ソ
ン
的
な
言
語
の
問
題
で
語
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
は
ず
の
事
柄
が
、
西
挙
源
出
中
園
説
で
表
現

さ
れ
て
し
ま
う
の
が
不
思
議
な
印
象
を
輿
え
る
の
で
あ
る
。

十
九
世
紀
前
半
の
カ
ン
ト
ン
は
、
中
盤
4

と
西
撃
と
の
意
味
の
匝
分
を
巌
密
に
表
現
し
よ
う
と
し
て
も
難
し
い
環
境
に
あ
っ
た
こ
と
。
だ
が
そ

れ
以
上
に
、
そ
の
よ
う
な
匿
分
へ
の
意
志
が
問
わ
れ
て
い
な
い
と
い
う
意
味
に
お
い
て
は
、
梁
廷
栴
は
中
撃
と
西
撃
と
を
直
分
し
よ
う
と
し
て

ま
た
匝
分
さ
れ
て
も
い
な
い
。

「中
園
の

B
」
も
自
身
の
意
味
に
即
し
て
表
現
さ
れ
な
い
以
上
、

そ
の
い
い
方
の
表
面
的
な
明
瞭
さ
と
は
劃
際
的
に
、

そ
れ
ら
を
匝
分
し
な
い
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い
な
い
し

だ
か
ら
「
西
洋
の

A
が
中
園
の

B
に
由
来
す
る
」
と
彼
が
い
っ
た
時
、

そ
の

「
西
洋
の

A
」
も

ま
ま
に
考
え
が
贋
が
っ
て
い
く
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
逆
に
「
西
洋
の

A
が
中
園
の

B
に
・
:
・
」
と
語
ら
れ
る
時
、

梁
廷
栴
が
自
分
な
り
の
方
法
で
さ
ば
い
て
い
る
こ
と
を
そ
れ
は
示
し
て
い
る
。

モ
リ
ソ
ン
的
な
問
題
を

あ
る
者
の
言
葉
と
し
て
、
あ
る
い
は
そ
れ
を
装
っ
た
自
聞
の
言
葉
と
し
て
「
文
制
迫
か
に
殊
な
る
」
と
い
っ
て
い
る
か
、
ぎ
り
に
お
い
て
、

司壬

リ
ソ
ン
の
い
う
よ
う
な
問
題
を
梁
廷
相
は
心
得
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
彼
は
そ
の
よ
う
な
こ
と
は
関
わ
れ
て
い
な
い
と
決
断
す
る

の
で
あ
る
。
時
聞
を
か
け
て
意
味
を
待
つ
と
い
う
林
則
徐
の
翻
詩
作
業
に
見
ら
れ
た
態
度
も
梁
廷
栴
に
は
な
い
。
彼
は
、
言
葉
の
意
味
だ
け
を

直
接
、
そ
し
て
た
だ
ち
に
求
め
て
い
る
。

序
に
述
べ
ら
れ
た
、

ア
メ
リ
カ
合
衆
閣
の
瞳
制
に
つ
い
て
の
認
識
に
劃
躍
す
る
の
は
巻
二
中
の
記
述
で
あ
る
。
巻
の
始
め
か
ら
濁
立
の
い
き

ボ
ス
ト
ン
テ
ィ
ー
パ
ー
テ
ィ
ー
事
件
と
課
税
の
く
だ
り
ま
で
来
た
と
こ
ろ
で
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
る
。

さ
つ
が
語
ら
れ
、



(A) 

歯
、
民
の
約
に
遭
わ
ざ
る
を
以
て
、
怒
り
を
線
制
に
遜
し
、
連
か
に
前
に
給
す
る
と
こ
ろ
の
印
を
牧
め
ん
と
欲
し
、
命
ず
る
と
こ
ろ
の

官
も
亦
た
解
瞳
す
。
新
地
の
蓄
俗
、
九
そ
出
づ
る
こ
と
省
事
館
よ
り
し
(
土
子
に
進
士
・
翠
人
あ
り
。
皆
、
稽
し
て
衿
と
白
う
。
語
は
後
に
詳
し
。
)
、

及
び
老
い
た
る
者
、
中
園
の
故
事
に
沿
い
て
合
わ
せ
て
衿
香
と
稽
す
。
事
あ
ら
ば
則
ち
先
ず
そ
の
人
を
公
け
に
集
め
、
舎
議
せ
し
め
て
、

乾
隆
三
十
九
年
(
西
洋
諸
園
千
七
百
七
十
四
年
)
に
嘗
た
り
て
、
諸
省
各
々
そ
の
衿
番
を
以
て
み
な
費
並
地
費
に

而
し
て
官
こ
れ
を
定
む
。

集
め
、
兵
を
止
む
る
の
策
を
舎
一
商
一
す
。
〔
(

)
内
は
繁
行
注
〕

イ
ギ
リ
ス
園
王
(
「
曾
」
)
の
仕
打
ち
に
劃
し
て
フ
ィ
ラ
デ
ル
フ
ィ
ア
で
舎
議
を
も
っ
た
こ
と
を
記
し
た
こ
の
一
文
に
一
該
嘗
す
る
『
美
理
寄
合
省

園
志
略
』
の
中
の
記
述
は
、

ケ)

乾
隆
三
十
九
年
、
新
圏
各
部
の
衆
衿
香
、
費
治
璃
に
至
り
て
曾
議
す
。
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(
m
U
)
 

と
あ
る
だ
け
で
あ
る
。
語
調
と
そ
の
唐
突
さ
か
ら
見
て
、

語
を
襲
う
に
あ
た
っ
て
、
梁
廷
栴
が
特
に
補
い
説
明
を
加
え
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
疑
い
な
い
。
わ
ざ
わ
ざ
「
中
園
の
故
事
に
沿
い
て
」
と
断

っ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
見
て
、
翻
中
一
昨
語
と
し
て
た
ま
た
ま
選
ば
れ
た
と
い
う
以
上
の
意
味
が
『
合
省
園
説
』
の
「
衿
者
」
の
語
に
込
め
ら
れ
て

「
新
地
の
奮
俗
:
:
:
、
官
こ
れ
を
定
む
」
の
部
分
は
、

『
士
山
略
』
中
の
「
衿
番
」
の

い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

『
美
理
寄
合
省
園
士
山
略
』
に
は
い
ま
ひ
と
つ
ア
メ
リ
カ
合
衆
園
の
事
校
教
育
に
つ
い
て
の
記
述
が
あ
る
(
原
文
は
註
に
掲
げ
た
。

ωと
略
稽
す

(

位

)

る
。
)
。

そ
れ
は
本
来
、
先
に
暴
げ
た
『
美
理
寄
合
省
園
志
略
』
肘
の
記
事
と
は
遠
く
離
れ
た
関
係
の
な
い
も
の
で
あ
る
。
こ
の
記
事
を
梁
廷
栴

は
や
は
り
『
合
省
園
読
』
巻
二
の
中
で
、
衣
の
よ
う
に
ふ
た
つ
に
分
か
っ
て
自
分
な
り
の
記
述
に
整
え
、
そ
れ
に
よ
っ
て
『
合
省
園
設
』

ωの

「
衿
番
」
の
記
事
と
呼
躍
す
る
よ
う
に
し
て
い
る
。

「
衿
香
」

の
イ
メ

ー
ジ
を
彼
が
ど
の
よ
う
に
形
成
し
て
い
る
か
を
、
そ
こ
に
窺
う
こ
と
が
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で
き
る
。

(B) 

そ
の
立
皐
康
教
の
法
は
郷
よ
り
以
て
閣
に
達
し
、
各
々
そ
の
等
差
を
異
に
す
。
郷
ご
と
に
翠
一
所
を
設
け
、
歳
ご
と
に
男
婦
の
翠
あ
る

者
を
聴
き
之
が
師
と
な
す
。
そ
の
経
費
は
揖
ぜ
ら
る
る
こ
と
富
室
よ
り
し
、
郷
に
富
者
な
き
は
遁
ち
隷
す
る
所
の
省
の
官
に
恒
り
て
之
を

す

ベ

あ

わ

助
く
。
男
女
に
論
な
く
、
三
四
歳
に
し
て
膏
て
撃
に
就
か
し
む
。
分
か
ち
敬
う
る
に
書
算
地
理
組
史
を
以
て
す
。
女
師
は
則
ち
並
せ
て
刺

繍
を
数
う
。
惟
だ
肝
脈
問
子
館
の
み
師
を
延
く
に
経
費
多
く
は
撃
重
一
の
致
す
所
の
束
備
に
資
せ
ら
る
。
そ
の
建
設
は
則
ち
或
い
は
摘
ぜ
ら
る
る

こ
と
官
よ
り
し
、
或
い
は
衿
番
由
り
請
を
得
て
而
し
て
建
つ
。
定
章
な
し
。
省
事
館
は
則
ち
或
い
は
摘
ぜ
ら
れ
、
或
い
は
建
つ
る
に
舎
項

を
以
て
し

(
品
目
を
設
け
、
そ
の
質
息
を
以
て
之
を
建
っ
て

而
し
て
公
に
助
成
さ
る
。
舘
ご
と
に
事
を
司
る
者
数
人
を
設
け
、
そ
の
傑
約
を
定

日
く
聖
文
(
聖
文
、
設
は
後
に
詳
し
)
、

日
く
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め
し
め
、
同
撃
の
者
に
告
げ
て
之
を
守
ら
し
む
。
別
に
大
皐
館
あ
り
e

業
と
す
る
所
は
三
、

瞥
治
、

日
く
律
例
規
僚
。

〈以
下
省
略
〉
〔(

〉
内
は
側
主
行
注
〕

(c) 

儲
養
す
る
と
こ
ろ
の
人
才
は
一
に
翠
館
よ
り
出
づ
。
歳
ご
と
に
郷
燃
の
事
生
を
集
め
て
之
を
考
試
す
。
試
は
例
と
し
て
一
場
に
止
む
。

取
録
す
る
者
は
省
撃
に
入
る
を
得
。
取
に
興
ら
ざ
る
者
は
何
た
そ
の
郷
に
還
り
て
罪
業
し
、
明
年
を
待
ち
て
再
考
す
。
省
間
干
の
課
習
は
限

る
に
四
年
を
以
て
し
、
期
の
満
ち
た
る
者
は
翠
人
と
魚
す
。
散
館
も
て
奉
ら
れ
、
官
と
矯
り
師
と
漏
る
べ
し
。
或
い
は
各
々
事
ぶ
所
に
障

い
て
士
農
工
商
と
馬
り
、
皆
各
々
そ
の
業
を
終
え
し
む
。
大
事
館
は
た
だ
省
撃
の
期
満
ち
た
る
者
の
み
興
か
る
を
得
。
回
帰
習
す
る
こ
と
一
一
一

年
な
る
者
は
進
土
と
帰
す
。
次
を
以
て
升
り
、
必
ず
郷
事
よ
り
始
む
。

『
合
省
園
読
』
凶
の
記
事
の

「
土
子
に
進
士
・

奉
人
あ
り
。

皆

稽
し
て
衿
と
い
う
。
」
と
説
明
し
た
隻
行
注
の
「
語
は
後
に
詳
し
」
は
、
直

接
に
は
仰
の
記
述
を
指
し
て
レ
る
。



ま
ず
「
立
皐
贋
教
の
法
」
と
あ
り
、
さ
ら
に
地
方
の
官
府
あ
る
い
は
有
力
者
に
よ
る
祉
舎
一
繭
利
を
記
し
た
記

事
が
前
後
に
あ
る
こ
と
を
考
え
合
わ
せ
れ
ば
、
『
美
理
寄
合
省
園
志
略
』
仰
の
数
育
(
そ
れ
は
西
洋
近
代
的
な
も
の
だ
が
)
と
し
て
の
記
述
に
よ

り
近
い
と
い
え
な
い
こ
と
も
な
い
。
し
か
し
、
そ
こ
に
は
「
そ
の
立
事
贋
数
の
法
、
郷
よ
り
以
て
固
に
達
し
、
各
々
そ
の
等
差
を
異
に
す
」
と

「
郷
事
(
舘
ど
か
ら
「
大
事
館
」
ま
で
を
縦
に
上
昇
し
て
い
く
明
確
な
階
層
と
し
て
理
解
し
て
い
る
こ
と
が
窺
え
る
。

『
合
省
園
読
』
倒
の
記
事
は
、

あ
る
よ
う
に
、

『
合
省
園
読
』

ωで
は
同
じ
こ
と
を
「
布
引
を
以
て
升
り
、
必
ず
郷
挙
よ
り
始
む
」
と
表
現
し
て
い
る
。

『
志
略
』
の
中
で
ア
メ
リ
カ
の
行
政

匝
分
を
「
省
」

「府」

州、|

「
蘇
」
と
表
現
し
た
こ
と
は
、
ブ
リ

ッ
ジ
マ
ン
に
と
っ
て
大
き
な
意
味
を
も
っ
て
い
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
だ

が
梁
廷
栴
が
そ
れ
を
中
園
の
行
政
匝
劃
と
異
な
ら
な
い
も
の
と
し
て
ア
メ
リ
カ
に
適
用
し
た
と
き
、
各
々
の
皐
語
は
さ
し
あ
た
り
の
代
替
と
い

「
舎
城
中
事
館
」

う
以
上
の
附
随
す
る
イ
メ
ー
ジ
を
巻
き
込
む
こ
と
に
な
る
。

『
美
理
寄
合
省
園
志
略
』
川
刊
で
は
「
郷
拳
館
」

「
勝
中
間
子
館
」

「
大
事
館
」
の
四
つ
は
、
本
来
直
線
的
な
階
層
を
な
し
て
い
な
い
。

「
郷
撃
館
」

「
鯨
中
事
館
」

「
舎
城
中
事
館
」
は
並
列
の
関
係
で
考
え
ら

富
を
間
わ
な
い
の
に
射
し
て
後
者
が
「
東
傍
」
を
必
要
と
し
規
模
の
よ
り
大
き
な
も
の
で
あ
る
こ
と
、

さ
ら
に
「
舎
城
中
事
館
」
は
郷
・
燃
の
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れ
て
お
り
、
直
接
の
上
下
関
係
が
あ
る
の
は
「
舎
城
中
等
館
」
と
「
大
拳
館
」
だ
け
で
あ
る
。

「
郷
事
館
」
と
「
豚
中
事
館
」
は
、
前
者
が
貧

「
周
子
館
」
と
性
格
を
か
な
り
異
に
し
、
入
撃
の
際
に
試
験
に
合
格
す
る
こ
と
を
必
要
と
し
、
四
年
の
修
撃
期
聞
を
鰹
た
者
だ
け
が
「
大
拳
館
」

に
進
む
こ
と
が
で
き
る
こ
と
、
と
い
う
よ
う
に
そ
れ
ら
は
互
い
に
性
格
を
異
に
し
選
揮
を
許
す
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
『
志
略
』
仰
の
記
事
を
階
層
的
な
も
の
と
し
て
譲
み
込
ん
で
し
ま
う
の
は
、
中
園
の
制
度
と
分
か
た
れ
な
い
も
の
と
し
て
理
解

さ
れ
た
「
省
」

「府」

チH

「
鯨
」
な
ど
の
言
葉
に
科
奉
の
事
校
試

・
科
奉
試
の
イ
メ
ー
ジ
を
重
ね
て
し
ま
う
こ
と
に
よ
る
だ
ろ
う
。

美

理
寄
合
省
闘
志
略
」
仰
が
西
洋
近
代
の
事
校
教
育
の
紹
介
を
意
園
し
て
い
た
の
に
劃
し
、

る
」
と
こ
ろ
で
あ
る
と
い
う
色
彩
が
『
合
省
園
設
』

ωの
記
事
に
は
濃
い
。

で
も
「
進
士
」
「
傘
人
」
と
い
う
言
葉
は
確
か
に
使
わ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
「
舎
城
中
事
館
」
「
大
事
舘
」
に
入
事
、
あ
る
い
は
そ
れ
を
修
了

し
た
場
合
に
得
ら
れ
る
資
格
と
名
春
を
印
象
づ
け
る
た
め
に
ブ
リ

ッ
ジ

マ
ン
が
ア
ナ

ロ
ジ
ー
と
し
て
用
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、

『
合
省
園
設
』

ωと
同
様
に
、

「
事
館
」
は
登
用
の
た
め
の
「
人
才
」
を
「
儲
養
す

『
美
理
寄
合
省
園
志
略
』
仰
の
中

93 

『
美
理
瓦
町



94 

合
省
園
志
略
』
の
文
脈
の
中
で
は
そ
れ
は
あ
ま
り
に
も
不
自
然
で
あ
る
。

し
か
し
、
科
傘
に
近
い
も
の
を
イ
メ
ー
ジ
し
た

『
合
省
圏
読
』
の
記

事
で
は
、

「
進
土
」

「
皐
人
」
の
語
は
無
理
な
く
文
脈
に
埋
め
込
ま
れ

相
躍
の
意
味
を
措
う
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

梁
廷
栴
自
身
ヵ:
深
く
闘
っ
て

た
贋
東
の

喜aも
庁、、./-コ

イ宇
メも

l ゥ

シロ

毒菌

説
』
倒
・

ωの
記
事
で
質
質
を
伴
っ
た
「
課
習
」
に
言
及
し
て
い
る
以
上
、

海
掌
と
い
う
よ
り
も
、
従
来
か
ら
あ
る
科
摩
受
験
の
た
め
の
書
院
、
例
え
ば
与
秀
書
院
、
越
華
書
院
〉
を
「
事
館
」
に
投
影
し
て
い
る
と
思
わ
れ
、

そ
の

意
味
で
現
賓
の
科
暴
制
度
と
は
や
は
り
微
妙
に
異
な
る
。

『
美
理
主
則
合
省
園
志
略
』
肘
と

ωと
は
本
来
、
節
を
異
に
し
た
関
連
の
な
い
記
事
で
あ
る
。

ま
た
、

的
の

「
衿
者
」
、
仰
の
中
の

「進
士
」

「奉
人
」
の
語
に
、
特
別
の
連
闘
を
思
わ
せ
る
よ
う
な
意
味
は
込
め
ら
れ
て
い
な
い
。
こ
の
仰
の
記
事
を
梁
廷
栴
は
科
奉
に
類
似
し
た
も
の
と

し
て
解
穣
す
る
(
『
合
省
園
設
』
悶
〉
。
そ
の
た
め

「進
士
」

「
翠
人
」
の
語
は
、
彼
に
と
っ
て
馴
染
み
の
意
味
を
も
つ
こ
と
に
な
り
、

合
省
園
志
略
』
肘
・
仰
の
記
事
を
そ
の
ま
ま
襲
っ
た
な
ら
ば
本
来
互
い
に
関
係
の
な
い
は
ず
の
『
合
省
園
説
』

ωと
ωの
記
事
が
、

(

臼

〉

「
翠
人
」
と
し
て
呼
麿
す
る
こ
と
に
な
る
。

『
美
理
寄

「
衿
」
郎
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ち
「
進
士
」

『
合
省
園
読
』
巻
二
「
九
そ
出
づ
る
こ
と
省
事
館
よ
り
し
、
及
び
老
い
た
る
者
、
中

園
の
故
事
に
沿
い
て
、
合
わ
せ
て
衿
番
と
稽
す
」

「土
子
に
進
士
翠
人
あ
り
、
皆
稽
し
て
衿
と
日
う
」
と
い
う
記
述
は
こ
の
よ
う
な
操
作
で
生

ま
れ
た
も
の
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

ア
メ
リ
カ
猫
立
運
動
の
際
の
指
導
層
、か
中
園
清
代
の
紳
士
層
(
梁
廷
栴
も
そ
の

一
員
で
あ
る
)
の
イ
メ
ー
ジ
で
と
ら
え
ら
れ
、

ィ
ア
の
舎
議
に
績
く
『
合
省
園
設
』
の
建
園
の
記
事
を
梁
廷
相
は
非
常
な
リ
ア
リ
テ
ィ
ー
を
も
っ
て
記
述
し
た
こ
と
を
窺
う
こ
と
が
で
き
る
。

フ
ィ
ラ
〕
ア
ル
フ

こ
れ
は
、
序
の
有
名
な
部
分
に
針
躍
す
る
一
節
で
あ
る
。

(D) 

華
盛
頓
、
随
ち
に
丘
ハ
柄
を
解
き
里
に
蹄
る
。
そ
の
時
、
戦
塵
甫
め
て
息
み
、
園
事
な
お
散
と
し
て
統
紀
な
し
。

旋
ち
に
五
十
三
年
(
西

洋
諸
園
千
七
百
八
十
八
年
)
春
よ
り
首
夏
に
迄
び
(
按
ず
る
に
即
ち
中
園
の
十一

月
よ
り
十
二
月
に
至
る
な
り
)
各
省
の
衿
番
を
集
め
費
蛙
地
費
に

舎
議
し
、
先
ず
華
盛
頓
を
起
て
て
宜
し
き
に
随
い
て
楼
理
せ
し
め

相
と
も
に
立
園
の
規
篠
を
議
定
す
。

園
に
行
な
う
者
を
園
例
と
日



ぃ
、
諸
省
に
行
な
う
者
を
省
例
と
日
い
、
府
例
と
日
い
、
州
豚
例
と
日
い
、
司
例
と
日
う
。
議
し
詑
り
、
の
た
各
々
還
り
て
そ
の
省
に
告

げ
、
参
差
あ
る
を
無
か
ら
し
む
。
明
年
再
び
集
い
、
し
か
る
後
常
例
と
す
。
此
に
至
り
て
乃
ち
、
氷
え
に
定
む
。
園
を
通
じ
て
一
統
領
を
設

け
、
ま
た
一
副
統
領
を
設
け
之
が
佐
と
篤
す
。
各
省
の
こ
と
を
組
理
せ
し
め
、
四
年
を
週
れ
ば
則
ち
別
に
奉
げ
て
以
て
之
に
代
う
。
是
を

一
次
と
震
し
(
正
副
同
じ
て
そ
の
衆
の
悦
服
し
別
に
議
す
る
を
欲
せ
ざ
る
所
と
震
る
者
は
再
び
四
年
を
留
む
る
を
得
。
賢
と
雄
も
八
年
雨

衣
以
外
を
逮
う
る
能
わ
ず
c

就
ち
華
盛
頓
を
以
て
異
に
即
き
て
初
次
の
統
領
と
帰
す
。

「ー、
r、、

)
内
は
繁
行
注
〕

梁
廷
栴
の
イ
メ
ー
ジ
す
る
「
衿
者
」
が
「
立
園
の
規
篠
」
(
序
の
「
法
」
に
相
賞
す
る
〉
を
定
め
、
そ
の
後
で
任
期
の
あ
る
統
領
の
制
度
を
決
定

し
た
の
で
あ
る
が
、
法
に
の
っ
と
り
公
議
す
る
こ
の
「
衿
番
」
は
「
統
領
」
の
選
任
だ
け
で
な
く
「
議
事
之
民
」
(
私
た
ち
の
い
う
議
員
で
あ
る

と
思
わ
れ
る
〉
、

ハ
邸
)

v
h
v

。

地
方
の
行
政
官
を
も
選
ぶ
。
逆
に
選
ば
れ
た
者
は
就
任
に
あ
た
っ
て
、
法
に
し
た
が
い
民
意
に
背
か
な
い
こ
と
を
誓
う
の
で
あ

- 95ー

こ
の
よ
う
に
述
べ
て
、
梁
廷
栴
は
郷
翠
里
濯
を
想
起
す
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
ア

メ
リ
カ
合
衆
国
の
瞳
制
を
結
局
郷
暴
里
選
で
理
解
し
て
し

ま
内
ノ
こ
ん
」
、

す
な
わ
ち
西
撃
を
中
皐
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
で
解
調
停
し
て
し
ま
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
な
い
。

確
か
に
彼
は
郷
奉
里
遺
を
口
に
す
る

そ
れ
を
郷
奉
里
遺
と
ふ
と
呼
ん
だ
の
で
あ
っ
て
、
彼
の
場
合
あ
ら
か
じ
め

が
、
こ
れ
は
ア
メ
リ
カ
の
鰹
制
に
つ
い
て
の
新
し
い
認
識
を
得
て
、

郷
奉
里
濯
の
確
固
と
し
た
イ
メ
ー
ジ
が
あ
っ
た
詳
で
は
な
い
。
梁
廷
栴
は
そ
う
は
し
な
か
っ
た
け
れ
ど
も
、
以
後
西
洋
か
ら
の
知
識
を
得
る
た

び
に
、
そ
し
て
中
園
の
古
典
の
記
述
に
反
求
す
る
た
び
に
、
郷
事
里
遺
の
イ
メ
ー
ジ
と
内
容
を
豊
か
に
し
て
い
く
こ
と
も
で
き
る
の
で
あ
る
。

こ
こ
に
あ
る
の
は
何
よ
り
も
驚
き
と
始
ま
り
の
感
魔
で
あ
る
。
序
の
語
調
自
瞳
が
彼
に
と
っ
て
事
態
が
新
し
い
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い

る

(
付
加
)

十
九
世
紀
前
半
の
カ
ン
ト
ン
で
西
撃
源
出
中
園
設
は
す
で
に
は
や
り
の
考
え
方
で
あ
っ
た
。
道
光
の
お
わ
り
、
事
海
堂
の
挙
長
陳
謹
と
都
伯

〈

m山
〉

奇
は
西
撃
が
『
墨
子
』
に
源
を
も
っ
て
い
る
こ
と
を
い
ち
は
や
く
「
護
見
」
す
る
。
そ
れ
に
先
立
っ
て
『
墨
子
』
に
劃
し
て
彼
ら
が
整
っ
た
知
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識
を
も
っ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。

彼
ら
の
自
に
し
た
西
事
の
中
に
か
つ
て
讃
ん
だ
『
墨
子
』
の
感
燭
を
漠
然
と
感
じ
と
っ
た
、

あ
る
い
は

『
墨
子
』
を
播
い
て
い
る
と
き
に
、

そ
こ
に
西
撃
を
讃
み
込
ん
だ
の
で
あ
る
。

『墨
子
』
の
解
擦
は
西
撃
に
よ
っ
て
も
豊
か
に
さ
れ
て
い
く
。

凱
暴
な
い
い
方
を
す
れ
ば
、

西
撃
を
西
撃
と
し
て
濁
立
し
て
記
述
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
逆
に
中
撃
を
中
間
四
千
と
し
て
、

西
撃
と
匝
分
さ
れ

た
形
で
認
識
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
場
合
が
あ
る
こ
と
を
意
味
し
て
レ
る
。
盤
高
に
主
張
す
る
こ
と
は
で
き
て
も
、
何
が
中
撃
で
あ
る
か
は
彼

ら
に
は
説
明
で
き
な
い
こ
と
も
あ
る
の
で
あ
る
。
中
事
自
身
も
西
撃
に
よ
っ
て
設
見
さ
れ
豊
か
に
さ
れ
て
い
く
e

梁
廷
栴
が
『
合
省
園
読
』
の
序
で
見
せ
た
驚
き
は
、

ア
メ
リ
カ
合
衆
園
の
民
主
制
を
、

不
十
分
な
形
で
は
あ
る
が
、

そ
れ
自
身
に
卸
し
て
客

観
的
に
理
解
し
た
驚
き
で
は
な
く

自
分
を
含
む
祉
舎
と
あ
る
貼
で
匝
別
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
祉
舎
が
、

公
議
に
よ
っ
て
君
主
制
を
否
定

し
、
法
を
瞳
制
の
根
幹
に
据
え
、
指
導
者
を
選
び
、
任
期
に
し
た
が
っ
て
と
り
か
え
る
こ
と
を
認
識
し
た
驚
き
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
う
が
っ

た
見
方
を
す
れ
ば
、
序
文
の
中
で
驚
き
を
見
せ
な
が
ら
、
あ
わ
て
て
そ
れ
を
ア
メ
リ
カ
合
衆
園
の
特
殊
な
事
情
に
よ
る
も
の
だ
と
否
定
し
さ
っ
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た
の
は
、
可
能
性
と
し
て
は
中
園
で
も
そ
れ
が
あ
り
う
る
と
認
識
し
た
か
ら
か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
彼
は
郷
翠
里
遺
を
思
い
起
こ
し
た
と
こ
ろ

か

た

か

ぎ

で
鴎
踏
し
、
そ
れ
以
上
は
準
ま
な
い
。
そ
れ
が
「
た
だ
今
を
饗
じ
て
古
に
反
ら
ん
と
欲
し
、
来
だ
好
ん
で
井
田
封
建
の
故
智
を
談
る
に
局
ら
る

(
回
〉

る
を
売
が
れ
」
な
い
顧
炎
武
に
封
す
る
非
難
の
感
情
に
由
来
す
る
の
か
、
あ
る
い
は
綿
序
の
末
尾
で
彼
が
思
わ
ず
洩
ら
し
て
い
た
よ
う
に
、
自

分
の
行
っ
た
方
法
と
作
業
に
不
確
か
さ
が
あ
る
こ
と
を
認
め
る
分
別
が
あ
っ
た
た
め
か
、
そ
の
あ
た
り
は
憶
測
の
域
に
入
っ
て
し
ま
う
c

四

私
た
ち
は
自
己
と
他
者
と
を
匝
別
す
る
こ
と
に
慣
れ
て
い
る
。
中
撃
が
何
で
あ
り
西
撃
が
何
で
あ
る
か
を
そ
れ
自
身
に
即
し
て
認
識
す
る
こ

と
、
す
な
わ
ち
中
撃
と
西
撃
の
匝
分
を
前
提
と
し
て
、
そ
こ
に
は
じ
め
て
私
た
ち
に
と
っ
て
の
翻
誇
と
い
う
作
業
が
始
ま
る
。
少
な
く
と
も
表

面
的
に
は
西
事
を
巌
し
く
斥
け
中
撃
を
主
張
す
る
西
事
源
出
中
園
説
は
、
私
た
ち
に
と
っ
て
非
常
に
理
解
し
や
す
い
も
の
で
あ
る
。
そ
の
感
情

の
強
さ
に
た
や
す
く
眼
を
奪
わ
れ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
そ
の
と
き
私
た
ち
は
彼
ら
を
自
分
と
同
じ
も
の
だ
と
見
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
彼
ら



は
自
己
(
中
皐
)
と
他
者
(
西
皐
〉
と
を
意
味
の
上
で
ま
ぎ
れ
の
な
い
形
で
匝
切
り
、
制
到
象
を
離
れ
た
位
置
か
ら
描
寓
し
分
析
し
よ
う
と
し
て
い

る
と
信
じ
て
い
る
。

し
か
し
梁
廷
栴
た
ち
に
あ
る
の
は
西
事
源
出
中
園
説
だ
け
で
あ
り、

中
撃
と
西
撃
の
意
味
上
の
匝
分
と
い
う
事
柄
は
必
ず
し
も
そ
れ
に
伴
っ

て
い
な
い
。
輿
え
ら
れ
た
材
料
か
ら
見
て
巌
密
な
匝
分
が
で
き
る
よ
う
な
環
-境
に
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
以
上
に
、
私
た
ち
に
と
っ
て
の
翻
誇

の
問
題
が
彼
ら
に
は
な
い
。
中
撃
が
何
で
西
皐
が
何
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
を
必
ず
し
も
説
明
し
よ
う
と
は
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

モ
リ
ソ

ン
の
よ
う
な
敏
感
な
差
異
の
感
魔
に
封
躍
す
る
の
は
、
差
異
の
感
費
が
鈍
い
と
か
、
差
異
よ
り
も
同
質
性
を
、
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、

そ
の

よ
う
な
差
異
の
考
え
方
そ
の
も
の
を
嘗
然
と
は
考
え
な
い
態
度
な
の
で
あ
る
。

彼
ら
の
感
情
的
な
議
論
は
多
く
の
こ
と
を
中
撃
に
由
来
す
る
と
主
張
す
る
け
れ
ど
も
、
そ
の
匝
分
が
自
明
で
な
い
以
上
、
そ
れ
は
す
で
に
あ

る
中
撃
で
も
西
撃
で
も
な
い
、
何
か
新
し
い
も
の
で
あ
る
と
考
え
た
方
が
い
い
だ
ろ
う
。
彼
ら
の
文
章
で
際
立
っ
て
い
る
の
は
何
よ
り
も
驚
き

と
始
ま
り
の
感
売
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
自
韓
、
彼
ら
の
感
じ
て
い
る
も
の
が
、
す
で
に
あ
る
何
か
で
は
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
意
味
は
こ
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れ
か
ら
生
ま
れ
て
く
る
。
自
己
と
劃
象
と
の
聞
に
巌
密
に
匝
分
が
立
て
ら
れ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
ま
た
そ
れ
が
自
分
の
中
に
劃
象
を
無

理
の
な
い
形
で
作
り
あ
げ
る
よ
う
な
試
み
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
西
洋
の
あ
る
も
の
は
封
象
と
し
て
冷
静
に
分
析
さ
れ
て
い
る
の
で
は

な
く
、
自
ら
の
内
の
問
題
と
し
て
切
買
に
感
じ
と
ら
れ
て
い
る
。

鴻
桂
芽
の
『
校
邪
底
抗
議
』
は
、
大
が
か
り
な
改
革
を
構
想
し
た
も
の
と
し
て
十
九
世
紀
の
後
牢
に
幾
度
と
な
く
取
り
上
げ
ら
れ
た
書
物
で

あ
る
。
そ
の
自
序
の
中
で
、
改
革
の
.フ
ラ
ン
の
骨
子
が
コ
ニ
代
聖
人
の
法
」
に
背
か
な
い
こ
と
を
主
旨
と
し
て
い
る
と
鴻
桂
芽
は
述
べ
、

そ
の

例
と
し
て
「
郷
翠
里
選
の
法
」

「
分
田
制
禄
の
法
」
な
ど
を
奉
げ
て
い
る
。

四
つ

の
貼

(
「
人
に
棄
材
な
し
」

「
地
に
遺
利
な
し
」

「
君
民
隔
て
ず
」

「
製
洋
器
議
」

の
中
で
彼
は
、
中
園
が
西
洋
に
及
ば
な
い

「
名
賀
必
ず
符
す
」
〉
を
率
直
に
認
め
て
い
る
。
こ
れ
は
瞳
制
の
根
幹
に
関
わ
る

一方、
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改
革
を
必
要
と
す
る
問
題
で
あ
ろ
う
。
だ
が
そ
れ
は
西
洋
に
事
ぶ
必
要
の
な
い
も
の
だ
と
彼
は
断
定
す
る
。
反
求
し
て
「
三
代
聖
人
の
法
」
に

尋
ね
れ
ば
そ
れ
で
い
い
の
で
あ
る
。
結
局
『
校
加
底
抗
議
』
の
中
で
西
洋
に
事
ぶ
べ
き
だ
と
さ
れ
た
の
は
わ
ず
か
に
「
船
堅
砲
利
」
に
と
ど
ま
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り
、
残
り
の
ほ
と
ん
ど
は
「
一
一
一
代
聖
人
の
法
」
を
敷
街
す
る
こ
と
に
費
さ
れ
て
い
る
。

事
ぶ
べ
き
方
法
と
し
て
の
西
皐
と
中
撃
の
匿
分
は
こ
こ
で
も
明
確
で
あ
る
よ
う
に
見
え
る
。
だ
が
『
校
郷
底
抗
議
』
の
稿
本
に
劃
す
る
検
討

に
よ
れ
ば

刊
本
で
は
故
意
に
そ
の
形
跡
は
抹
消
さ
れ
て
い
る

〈

ω)

ア
メ
リ
カ
合
衆
園
の
大
統
領
制
・
選
翠
制
度
に
つ
い
て
の
何
ら
か
の
情
報
を
意
識
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
彼
の
い
う
「
三
代

鴻
桂
穿
が
「
三
代
聖
人
の
法
」
に
事
ん
だ
と
し
て
い
る
「
公
期
修
議
」
は
、

ヵ:聖
人
の
法
」
も
西
撃
と
裁
然
と
匝
別
さ
れ
た
形
で
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
梁
廷
栴
に
見
ら
れ
た
よ
う
な
問
題

が
こ
こ
に
も
ひ
そ
ん
で
い
る
よ
う
に
思
え
る
。

い
う
ま
で
も
な
い
こ
と
だ
が
、
彼
ら
が
常
に
匝
分
を
立
て
よ
う
と
し
な
い
の
で
は
な
い
。
彼
ら
は
時
に
、
好
ま
し
い
と
思
わ
れ
時
に
、
と
り

わ
け
そ
う
す
る
の
で
あ
る
。
同
じ
『
海
園
四
読
』
の
中
の
『
耶
蘇
教
難
入
中
園
読
』
で
は
、

『
合
省
園
設
』
と
封
照
的
な
作
業
を
梁
廷
栴
は
行

っ
て
い
る
。
ま
た
所
詮
巌
密
な
意
味
で
の
翻
謬
な
ど
で
き
は
し
な
い
と
い
う
よ
う
な
原
理
的
な
問
題
に
こ
だ
わ
る
必
要
も
な
い
だ
ろ
う
。
そ
れ
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が
十
分
に
は
で
き
な
い
と
し
て
も
、
私
た
ち
は
よ
り
満
足
で
き
る
方
向
に
執
着
す
る
が
、
彼
ら
は
私
た
ち
に
比
べ
て
よ
り
自
由
で
あ
る
。
そ
の

自
由
さ
の
中
で
、
個
人
的
な
関
心
や
自
ら
の
社
舎
に
射
す
る
見
方
を
彼
ら
は
織
り
込
む
こ
と
が
で
き
る
。
彼
ら
と
私
た
ち
の
聞
に
は
程
度
の
差

が
あ
り
、
そ
れ
を
小
さ
く
見
積
る
こ
と
は
清
末
の
思
想
の
興
味
深
き
を
削
ぐ
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

梁
廷
栴
の
置
か
れ
た
環
境
は
皐
純
な
も
の
で
あ
っ
た
。
カ
ン
ト
ン
シ
ス
テ
ム
が
聞
か
れ
た
ば
か
り
の
贋
州
で
彼
の
得
る
こ
と
の
で
き
た
情
報

は
車
調
で
貧
し
い
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
何
よ
り
も
彼
に
は
分
別
が
あ
っ
た
。
し
か
し
以
後
、
情
報
は
確
買
に
多
様
で
豊
富
な
も
の
に
な
る

し
、
彼
の
分
別
を
越
え
て
、
彼
の
行
っ
た
よ
う
な
作
業
を
よ
り
巧
妙
に
よ
り
遠
く
ま
で
押
し
庚
げ
て
い
く
こ
と
も
で
き
る
。
康
有
震
・
諌
嗣
同

の
文
一
章
を
讃
む
と
き
に
私
が
受
け
る
の
は
、
要
す
る
に
そ
の
よ
う
な
感
費
で
あ
る
。

そ
れ
を
中
事
と
西
阜
の
融
合
・
折
衷
と
い
っ
て
は
な
ら
な
い
。
そ
う
い
っ
た
時
す
で
に
中
撃
と
西
撃
は
あ
ら
か
じ
め
分
り
き
っ
た
も
の
と
し

て
考
え
ら
れ
、
彼
ら
の
描
い
た
像
は
つ
な
ぎ
あ
わ
さ
れ
た
退
屈
な
も
の
と
な
る
。
匝
分
さ
れ
な
い
と
い
う
と
き
、
私
た
ち
は
そ
の
思
想
の
内
に

と
ど
ま
り
つ
づ
け
よ
う
と
努
め
る
こ
と
を
意
味
す
る
が
、
融
合
と
い
っ
た
途
端
、
私
た
ち
は
外
に
出
て
し
ま
う
。
事
柄
は
そ
れ
ほ
ど
微
妙
で
縫



績
の
意
志
を
必
要
と
す
る
よ
う
に
思
え
る
。

あ
る
い
は
、

こ
の
よ
う
な
彼
ら
の
や
り
方
は
病
ん
で
い
る
と
い
い
方
も
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
そ
う
い
う
の
な
ら
ば
、
私
た
ち
の
方

法
も
ま
た
別
の
意
味
で
病
ん
で
い
る
の
だ
ろ
う
。
そ
の
よ
う
な
こ
と
を
い
う
よ
り
も
、
彼
ら
の
方
法
の
描
き
出
し
た
も
の
の
美
し
さ
と
展
開
の

力
を
知
る
た
め
に
、
そ
の
理
解
さ
れ
た
意
味
の
贋
が
り
を
丹
念
に
辿

っ
て
い
く
べ
き
で
あ
ろ
う
。

清
末
の
思
想
全
瞳
に
つ
い
て
は
、
い
く
つ
も
の
考
え
方
が
可
能
で
あ
る
。
西
撃
の
導
入
に
注
意
す
る
こ
と
も
で
き
る
し
、
そ
れ
を
嫌
え
ば
中

撃
の
動
向
に
気
を
配
る
こ
と
も
で
き
る
。
前
者
の
場
合
は
時
聞
の
流
れ
に
沿
っ
た
西
撃
の
導
入
の
濃
度
が
目
安
と
な
る
で
あ
ろ
う
し
、
後
者
で

は
先
立
つ
時
代
と
の
つ
な
が
り
と
い
う
こ
と
に
ま
ず
関
心
が
持
た
れ
る
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
鳥
撒
的
な
強
い
立
場
で
あ
り
、
そ
れ

は
確
か
に
そ
う
と
し
か
い
い
よ
う
の
な
い
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
見
方
が
思
想
の
連
績
・
護
展
に
強
い
力
を
持
つ
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
そ

れ
が
意
識
的
で
あ
る
か
無
意
識
で
あ
る
か
は
別
と
し
て
、

ひ
と
つ
に
は
中
撃
と
西
撃
の
匝
分
を
明
確
に
定
め
て
い
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。
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い
立
場
か
も
し
れ
な
い
が
、

そ
の
よ
う
な
匿
分
が
必
ず
し
も
明
快
で
は
な
い
と
い
う
見
方
を
選
ぶ
な
ら
ば
、
別
の
行
き
方
も
あ
る
よ
う
に
思
う
。
あ
ま
り
に
小
さ
く
て
弱

あ
る
期
間
〈
象
徴
的
に
い
え
ば
、
ア
ヘ
ン
戟
争
期
か
ら
、
『
新
民
説
』
の
中
で
古
人
の
奴
隷
に
な
っ
て
は
な
ら
な
い
と
梁
啓
超

こ
こ
で
見
て
き
た
よ
う
な
個
々
の
思
想
自
身
の
贋
が
り
だ
け
を
丹
念
に
辿
っ
て
い
く
立
場

そ
れ

t士
清

宮思
思想
想の
史、護
で展
tまで、

なは
く、な

く
た
だ
単
に
清
末
の
思
想
と
い
う
べ
き
も
の
で
あ
る
。

」
の
時
代
の
思
想
の
最
も
美
し
い
部
分

が
い
う
ま
で
)
の
中
の
、

で
あ
る
。

は
、
む
し
ろ
積
極
的
に
時
間
の
流
れ
に
劃
す
る
意
識
を
失
う
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
豊
か
さ
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
の
と
き

前
後
の
時
代
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
は
私
た
ち
に
よ
っ
て
適
宜
参
照
さ
れ
る
と
い
う
形
で
現
わ
れ
る
だ
ろ
う
。

し
か
し
彼
ら
の
記
し
た
こ
と
の
意
味
を
十
分
に
知
る
た
め
に
は
、

な
に
よ
り
も
そ
の
文
服
を
明
ら
か
に
す
る
だ
け
の
豊
富
な
材
料
が
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

そ
の
意
味
で
は
豊
か
な
可
能
性
を
感
じ
と
る
と
同
時
に

私
た
ち
の
作
業
に
つ
レ
て
は
悲
観
的
な
方
eか

い
い
の
か
も
し
れ
な

L、
。
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註(
1
〉
「
西
皐
源
出
中
園
読
」
と
い
う
言
い
方
は
、
全
棋
界
「
清
末
的
「
西

思
十
源
出
中
園
」
設
」
(
『
嶺
南
風
午
報
』
第
四
倉
第
二
期
一
九
三
五
)
で

始
め
て
用
い
ら
れ
た
も
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
よ
う
な
考
え
方
に
つ
い
て

の
解
説
は
多
い
が
、
ま
と
ま
っ
た
も
の
を
一
つ
翠
げ
れ
ば
、
孫
康
徳

『
晩
清
市
開
統
奥
西
化
的
争
論
』
(
護
問
一商
務
印
書
館
民
図
七
一
年
)

が
あ
る
。

(

2

)

京
都
大
翠
附
属
図
書
館
所
臓
の
道
光
刊
本
を
使
用
し
た
。
四
「
設
」

が
す
べ
て
揃
っ
た
道
光
刊
本
は
北
京
圏
書
館
に
も
牧
蔵
さ
れ
て
い
る
。

胡
逢
鮮
氏
は
、
技
術
的
な
修
訂
を
経
た
威
堕
刊
本
が
あ
る
と
い
っ
て
お

ら
れ
る
。
「
梁
廷
栴
史
皐
研
究
」
(
奥
津
主
編

・4
一
足
英
光
選
編
『
中
園

近
代
史
撃
史
研
究
』
筆
東
師
範
大
慶
出
版
社
一
九
八
四
所
枚
)
。

(

3

)

本
論
文
で
い
う
『
海
図
闘
志
』
は
、
す
べ
て
道
光
二
十
四
年
刊
の
五

十
倉
本
を
指
し
て
い
る
。
天
理
大
祭
附
属
天
理
図
書
館
所
蔵
の
も
の
を

利
用
し
た
。

(
4
〉
村
尾
進
「
梁
延
栴
と
『
海
図
四
説
』
」
(
『
中
園
|
祉
舎
と
文
化
』
第

二
鋭
一
九
八
七
〉
一
六
一
二
|
五
頁
。

(
5
〉
『
海
図
闘
志
』
絞
。

(
6
〉
総
序
の
末
尾
の
『
百
夷
停
』
『
日
本
風
土
記
』
に
射
す
る
高
い
評
債

に
ど
れ
ほ
ど
の
意
味
が
込
め
ら
れ
て
い
る
か
は
よ
く
わ
か
ら
な
い
。
現

在
の
私
た
ち
か
ら
見
て
も
爾
書
の
情
報
は
整
っ
て
い
る
が
、
『
百
夷

侮
』
が
、
梁
延
栴
が
い
う
よ
う
に
質
地
見
聞
の
作
で
あ
る
の
に
射
し

て
、
『
日
本
風
土
記
』
は
先
行
の
著
作
を
集
大
成
し
た
と
い
う
性
格
が

強
い
よ
う
で
あ
る
。
京
都
大
拳
文
皐
部
園
語
圏
文
象
研
究
室
編
『
全
保
則

兵
制
考
附
日
本
風
土
記
』
(
京
都
大
串
園
文
民
平
曾
昭
和
一
一
一
六
年
)
、
銭

古
訓
撰

・
江
態
校
校
注
『
百
夷
侮
校
注
』

八

O
)
の
解
題
参
照
。

(

7

)

梁
廷
栴
は
『
蘭
出
荷
偶
設
』
の
中
で
、
『
海
図
闘
士
山
』
中
に
引
か
れ
た

材
料
の
記
載
の
相
互
矛
盾
を
指
摘
し
、
そ
れ
が
結
果
的
に
『
海
園
闘

士
山
』
の
資
料
集
的
性
格
を
印
象
づ
け
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
村
尾
前

掲
論
文
一
六
七
|
八
頁
。

(

8

)

『
庚
東
海
防
奨
覧
』
は
そ
の
校
勘

・
改
制
に
あ
た
っ
て
奥
蘭
修

・
曾

剣
・
林
伯
桐
・
儀
克
中
の
協
力
を
得
て
い
る
が
、
本
来
梁
廷
栴
の
「

一

手
所
信
同
」
で
あ
っ
た
。
『
号
海
闘
志
』
は
、
梁
廷
相
を
総
纂
と
し
、
曾

剣
・
方
東
樹
が
同
人
と
し
て
協
力
し
た
。
こ
の
事
情
に
つ
い
て
は
、
梁

廷
栴
『
藤
花
亭
餅
怪
文
集
』
(
中
山
図
書
館
所
減
〉
倉
一
「
庚
東
海
防

紫
覚
後
序
」
、
巻
二
「
書
局
擬
恭
進
琴
海
関
士
山
表
」
に
詳
し
い
。

(
9
)

そ
れ
ぞ
れ
使
用
し
た
テ
ク
ス
ト
は
衣
の
遁
り
。

『
海
銀
』

「
海
外
番
夷
録
本
」

(
鴻
承
鈎
氏
の
注
本

『
海
銀
注
』
中
華
書
局
一
九
五
五
の

潟
氏
自
身
の
序
参
照
〉

道
光
二
年
刊
本
(
京
都
大
皐
人
文
科
皐
研
究

所
所
蔵
)

清
刊
本
(
東
洋
文
庫
所
蔵
)

庚
州
龍
蔵
街
業
文
堂
刊
本

道
光
二
十
五
年
端
六
序
刊
本
(
園
立
園
舎
闘

書
館
所
蔵
〉

清
代
史
料
筆
記
叢
刊
本
(
部
循
正
校
注

華
書
局
一
九
八
五
重
印
)

(雲
南
人
民
出
版
社

九

-100ー

『
(
道
光
)
康
東
逼
志
』

『
庚
東
海
防
禦
究
』

『
琴
海
闘
志
』

『英士口
利
園
記
』

『
夷
気
閲
記
』

中



101 

『
合
省
園
記
』
は
未
見
。
註
ハ
お
)
参
照
。

は
、
註
ハ
2
)
参
照
。

(m〉
こ
の
あ
た
り
の
事
情
は
、
註
(
8
〉
で
掲
げ
た
「
庚
東
海
防
奨
覚
後

序
」
「
書
局
擬
恭
進
場
海
関
士
山
表
」
お
よ
び
、
梁
廷
栴
『
導
秀
書
院

士
山
』
(
北
京
圏
書
館
所
蔵
)
序
、
『
越
華
紀
略
』
(
中
山
大
開
学
園
書
館

所
蔵
)
序
、
『
東
行
日
記
』
(
向
上
〉
序
、
に
詳
し
い
。

(
江
〉
『
合
省
園
読
』
袋
三
。

(
ロ
)
『
海
録
』
に
つ
い
て
は
註
(

9

)

『
海
鋒
注
』
宮
崎
序
、
井
上
裕
正
「
『
海

録
』
小
考
」
(
『
奈
良
女
子
大
皐
文
筆
部
研
究
年
報
』
第
二
九
貌
一
九

八
五
)
に
詳
し
い
。

(
臼
〉
『
合
省
園
設
』
序
。

(
U
〉
宣
数
師
の
著
し
た
著
作
に
つ
い
て
は
、
ま
ず
〉
・
者
三
日
0

・
ミ
3
8・

ミ
b
r
o
k，
同

V3H内
hHASH
ミザ
.aeENW-な
h
H
。HFA河内、
V
3
8魚河
(
ω
}

回同ロ
m-

E
P
H
8
3
を
参
照
す
る
の
が
便
利
で
あ
る
。
研
究
書
と
し
て
は
、

F
8
5刊
当
r
oロ
∞
R
5
2
回
目
《
こ

o
E
自
ロ
問
問
同
町
E
ロ
r
o
F
-

q
bえ
hHE苦
.
ミ
訟
の
F
3
p
同門民、同ハ官、
3
H
a
H
Q出
H
』
haN.。
ENW.ぃ可

司
ミ
HN司
hah(の曲同
HHFFLm0・富由曲目・・

H
8
3
が
あ
る
。
嘗
時
の
宣
教

師
を
め
ぐ
る
諸
事
情
に
つ
い
て
は
、
李
志
剛
『
基
督
教
早
期
在
華
俸
敬

史
』
(
憂
濁
商
務
印
書
館
民
図
七
四
年
)
が
包
括
的
な
記
述
を
し
て

い
る
。こ

の
よ
う
な
宣
教
師
た
ち
の
漢
文
箸
作
の
カ
ン
ト
ン
に
お
け
る
流
布

を
最
も
よ
く
反
映
し
て
い
る
の
が
『
耶
麻
数
難
入
中
園
設
』
で
あ
る

が
、
書
名
の
引
用
が
杜
撰
で
あ
る
た
め
に
、
何
種
類
ほ
ど
の
著
作
を
利

用
し
た
の
か
、
に
わ
か
に
は
定
め
難
い
。
ま
た
『
由
守
道
貢
園
設
』
は
、

『
琴
海
闘
士
山
』
編
纂
の
際
に
閲
覧
し
た
槍
加
を
利
用
し
て
お
り
、
こ
の

『
海
園
四
設
』
に
つ
い
て

よ
う
な
翻
誇
の
事
情
と
は
直
接
関
係
が
な
い
。

ハ
日
〉
英
語
名
同
門
町
村
h
R
g
司
E
R
3
h
h
g
H
F守
』
hbhbNN.2・
最
も
早
い

時
期
の
中
文
雑
誌
(
月
刊
〉
で
、
道
光
十
三
年
か
ら
十
七
年
ま
で
康
州

で
刊
行
さ
れ
た
。
諌
卓
垣
編
『
庚
州
定
期
刊
物
調
査
(
一
八
二
六
|
一

九
三
四
)
』
(
香
港
龍
門
書
広
一
九
六
五
原
載
『
嶺
南
皐
報
』
第
四

巻
第
三
期
一
九
三
五
〉
九
頁
。
ギ
ュ
ツ
ラ
フ
〈
愛
漢
者
〉
の
編
集
。

東
洋
文
庫
に
そ
の
一
部
分
が
枚
め
ら
れ
て
お
り
、
例
え
ば
道
光
笑
巳

(
一
八
三
三
)
七
月
夜
行
の
も
の
に
は
、
「
序
」
「
東
西
史
記
和
合
」

「
地
理
」
「
新
聞
」
「
東
南
洋
並
南
洋
園
」
の
五
つ
の
記
事
が
掲
載
さ

れ
て
い
る
。
「
東
西
史
記
和
合
」
以
下
の
三
つ
の
記
事
は
連
載
で
梁
廷

栴
に
と
っ
て
貴
重
な
情
報
と
な
っ
た
で
あ
ろ
う
。
『
合
省
園
読
』
に
は

さ
し
た
る
痕
跡
は
認
め
ら
れ
な
い
が
、
『
関
山
島
田
偶
設
』
巻
一
は
「
東
西

史
記
和
合
」
の
影
響
を
受
け
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

(
日
出
〉
『
合
省
園
設
』
巻
一
一
一
に
、
陸
裁
・
内
容
・
夜
行
関
隔
に
つ
い
て
の
記

載
が
あ
る
。
こ
れ
は
お
そ
ら
く
英
字
新
聞
で
あ
り
、
梁
廷
栴
に
と
っ
て

直
接
そ
こ
か
ら
情
報
を
讃
み
と
る
こ
と
の
で
き
る
よ
う
な
も
の
で
は
な

い
が
、
原
物
を
彼
が
韓
民
際
に
見
た
こ
と
が
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

(
げ
〉
ブ
リ
ッ
ジ
マ
ン
の
生
涯
に
つ
い
て
は
、
巴
H
S
H・
2-]巳
切
同
広
岡
吉
田
ロ

邑
・
・
同
JFAW
匂
H.。
吉
川
町
、
。
¥
入
山
吉
qN.2苫
』
h
r包
S
2
3
(リ
FN.言
NWHFA河

ト
弐
町
向
宮
崎

h
Q宮
、
.
旬
。
L
刊
同
町
内

NMbb
向
。
常
連
俗
語
句
立
礼
町
司

Nb詰

(
Z叩
司

JFHrwH∞
宮
〉
が
、
最
も
詳
細
で
あ
る
。
作
品
の
リ
ス
ト
は
、
註
(

M

)

の
ワ
イ
リ
l
の
著
作
に
掲
げ
ら
れ
て
い
る
。
同
じ
く
註
(

H

)

の
パ
l
ネ

ッ
ト
、
フ
ェ
ア
パ
ン
ク
共
編
書
に
は
ブ
リ
ッ
ジ
マ
ン
と
『
志
略
』
に
つ

い
て
の
論
文
が
枚
め
ら
れ
て
い
る
(
司

Ha巧
・
ロ

gro--ap♀
g
g去

のめ
c
m
g司
ru『
古
の
宮
口
同
日
明
・
。
・
切
口
島
問
自
由
ロ
祖
国
】
U
O
H

可曲一志
-
o同
任
命

-101ー
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巧

2
3
5
ω
・
巧

-
F
E
E
S
ι
』・穴・

3
R
Eロ
r

E凹
J

(

辺、
hah-

H
N
S
N
G
3
の
吉

E
w
hu
司
々
、
3
R
h
h
g
h
ミ
EN.3俗
、
旧
モ
コ
ロ
ミ
同
旬

。州w
g
g
E
m
p
ζ
g
y
S∞印〉。

(
日
)
『
合
省
図
説
』
序
。

(

叩

口

)

巧

H
Z
P
4・
5
・
w
℃

8
P
H
b
h
D
h刊
誌
久
平
ミ
hHaミ
ミ
N.s.中

g
ミ
モ
。
込
伺
3
G
5
2
F
(
U
D
E
Y
-
E
r可
】

0
7
ロ
ペ
ロ
ロ
問
I
E
2
2
m

F
E
(切
O
師
同

D

P

H
由∞。
〉
・
司
品
印
・

(
却
)

H

F
民地・

(
幻
〉
『
美
理
寄
合
省
園
志
略
』
に
つ
い
て
、
『
海
園
園
士
山
』
に
枚
め
ら
れ

た
も
の
と
『
小
方
査
費
輿
地
叢
紗
再
補
編
』
に
牧
め
ら
れ
た
も
の
と
の

閲
に
、
問
題
と
す
べ
き
よ
う
な
字
句
の
異
同
は
な
い
。
梁
廷
栴
は
『
合

省
園
競
』
の
主
た
る
材
料
と
し
た
ブ
リ
ッ
ジ
マ
ン
の
著
作
に
つ
い
て
単

に
「
志
略
」
と
記
す
だ
け
で
あ
る
。
ま
た
ワ
イ
り
ー
が
『
美
理
寄
合
省

園
志
略
』
の
改
訂
本
を
一
八
四
六
年
の
出
版
(
書
名
は
『
直
美
理
駕
合

衆
園
志
略
』
)
と
明
記
し
て
い
る
こ
と
も
あ
っ
て
、
『
合
省
園
設
』
の
完

成
し
た
時
日
(
一
八
四
四
〉
を
考
え
あ
わ
せ
た
場
合
、
利
用
で
き
た
の

は
『
美
理
一号
合
省
園
志
略
』
以
外
に
な
い
と
考
え
ら
れ
て
き
た
。
し
か

し
『
合
省
園
設
』
よ
り
九
箇
月
ほ
ど
遅
れ
て
完
成
し
た
『
蘭
褐
偶
設
』

に
は
、
二
箇
所
だ
け
で
あ
る
が
『
美
理
寄
合
省
園
士
山
略
』
と
『
亜
墨
利

(
理
)
格
合
省
志
略
』
と
い
う
二
種
の
書
名
が
見
え
る
〈
巻
二
。
他
は

「
志
略
」
で
統
一
さ
れ
て
い
る
)
。
ま
た
『
合
省
園
設
』
に
も
、
時
に

『
美
理
寄
合
省
闘
志
略
』
に
は
な
い
記
述
が
挿
み
込
ま
れ
て
い
た
り、

記
事
が
訂
正
さ
れ
て
い
た
り
す
る
。
註
(
町
出
)
参
照
。
註
(
川
口
)
で
引
い
た

ラ
イ
氏
の
編
纂
し
た
カ
タ
ロ
グ
に
は
『
亜
墨
理
格
洲
合
省
園
士
山
略
』
と

い
う
名
の
書
物
が
見
え
、
こ
れ
は
一
八
四
四
(
道
光
二
四
)
年
に
香
港

で
出
版
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
註
(
口
)
に
掲
げ
た
ド
レ
イ
ク
氏
の
論
文

に
も
同
様
の
言
及
が
あ
る
。
田
技
行
年
か
ら
見
て
『
合
省
図
説
』
執
筆
の

際
に
梁
廷
栴
が
こ
の
書
を
利
用
し
て
い
た
こ
と
は
疑
う
こ
と
が
で
き
な

い
。
可
能
性
と
し
て
は
、

a
『
亜
墨
理
格
洲
合
省
闘
志
略
』
だ
け
を
利

用
し
た
、

b

『
亜
墨
理
格
洲
合
省
園
志
略
』
と
『
美
理
寄
合
省
園
志

略
』
の
雨
方
を
利
用
し
た
、
の
二
つ
が
考
え
ら
れ
る
。
本
論
で
は
『
直

美
理
格
洲
合
省
園
志
略
』
を
利
用
す
る
だ
け
の
徐
裕
が
な
か
っ
た
(
『
美

理
寄
合
省
闘
志
略
』
は
『
小
方
査
費
輿
地
叢
紗
再
補
編
』
に
牧
め
ら
れ

た
も
の
を
利
用
し
た
)
が
、
雨
書
の
開
に
重
大
な
内
容
の
相
異
、
使
用

さ
れ
た
語
の
異
同
は
な
か
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
理
由
と
し

て
、
付
、
『
合
省
図
説
』
と
『
美
理
寄
合
省
園
志
略
』
と
を
比
較
し
て

み
て
大
き
な
臭
同
は
な
い
こ
と
、
口
、
分
か
れ
た
節
の
数
が
同
じ
で
あ

り
、
節
ご
と
の
内
容
は
襲
化
が
な
い
で
あ
ろ
う
こ
と
、
目
、
一
八
六
一

年
に
出
版
さ
れ
た
『
大
美
聯
邦
志
略
』
(
こ
れ
は
全
面
的
に
改
訂
し
た

も
の
で
面
白
を
一
新
し
て
い
る
)
の
、
改
訂
の
事
情
を
述
べ
た
叙
文

で
、
ブ
リ
ッ
ジ
マ
ン
は
『
美
理
寄
合
省
園
志
略
』
に
だ
け
鰯
れ
、
『
直

美
理
格
洲
合
省
園
志
略
』
に
は
言
及
し
て
い
な
い
こ
と
、
す
な
わ
ち
.
ブ

リ
ッ
ジ
マ
ン
の
一
意
識
の
上
で
は
後
者
は
さ
し
た
る
位
置
を
占
め
て
い
な

い
こ
と
、
倒
、
『
蘭
出
岡
偶
設
』
の
中
で
ア
メ
リ
カ
合
衆
園
濁
立
の
い
き

さ
つ
が
重
ね
て
簡
単
に
辿
ら
れ
る
が
、
雨
書
の
異
同
に
つ
い
て
の
記
述

は
わ
ず
か
に
一
筒
所
に
し
か
す
ぎ
な
い
こ
と
、
等
が
あ
げ
ら
れ
る
。
錬

っ
た
材
料
を
厳
密
に
確
定
で
き
な
い
以
上
、
梁
廷
栴
の
利
用
し
た
ブ
リ

ッ
ジ
マ
ン
の
著
作
に
燭
れ
る
時
、
「
『
亜
美
理
格
洲
合
省
園
志
略
』
、
あ

る
い
は
『
亜
美
理
格
洲
合
省
園
志
略
』
と
『
美
理
寄
合
省
図
志
略
』
」

と
す
べ
き
で
あ
る
が
、
あ
ま
り
に
も
煩
績
に
な
る
た
め
、
ま
た
雨
書
に
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大
き
な
差
異
が
な
い
こ
と
を
考
え
て
、
本
論
で
は
梁
廷
栴
自
身
の
や
り

方
に
な
ら
っ
て
、
暫
く
便
宜
的
に
「
『
志
略
』」
と
の
み
表
記
す
る
。
た

だ
し
、
後
の
章
で
『
美
理
寄
合
省
園
志
略
』
を
私
自
身
が
と
り
あ
げ
て

『
合
省
園
設
』
と
あ
わ
せ
て
論
ず
る
時
に
は
、
特
に
「
『
美
理
寄
合
省

園
志
略
』
」
と
表
記
す
る
。

(
幻
〉
村
尾
前
掲
論
文
二
ハ
ニ

l
五
頁
。

(
お
)
奥
乾
免
・
陳
匡
時
「
林
謬
《
決
門
月
報
》
及
其
官
」
(
『
近
代
史
研

究
』
一
九
八

O
年
第
一
一
一
期
)
参
照
。

(
斜
)
『
四
洲
志
』
の
翻
誇
紋
況
に
つ
い
て
は
、
マ
レ

1
の
原
本
と
比
較
し

な
が
ら
、
佐
々
木
正
哉
氏
が
精
密
な
議
論
を
展
開
し
て
お
ら
れ
る
。

「
近
代
中
園
に
お
け
る
劉
外
認
識
と
立
憲
思
想
の
展
開
(
二
)
」
〈
『近

代
中
園
』
第
一
七
各
一
九
八
五
)
。

ハ
お
)
』
・吋
ロ
ミ
i
F
F
M
1
F

向。F
N.2
h
F
b
c
g
q
Q
N
U
E
q惨
な
g

。
¥

H
F内
尚
道
、
斗
A
W

。
¥
(
り
と
詰
Q
R
S札
止

h
N
F
F
b
F
N
E
ミ
h

(
円
。
ロ
円
四
O
P

5
8
)
の
ご
く
一
部
の
瀦
謬
。
前
掲
佐
々
木
論
文
一
九
四
頁
参
照
。

〈
部
〉
開

g
g
R
F
n
r
含
〈
白
神
宮
-
が
フ
ラ
ン
ス
語
で
書
い
た
園
際
法
に
関
す

る
著
作
の
英
謬
本
か
ら
務
課
さ
れ
た
。
こ
の
事
情
に
つ
い
て
は
、
王
維

徐
「
林
則
徐
翻
誇
西
方
図
際
法
著
作
考
略
」
〈
『
中
山
大
皐
畢
報
』
一
九

八
五
年
第
一
期
〉
に
詳
し
い
。

(
幻
〉
陳
勝
券
「
林
則
徐
φ

開
眼
着
世
界
。
的
珍
貴
記
録
|
|
林
氏

《洋
事

雑
録
》
評
介
」
、
陳
徳
培
手
録
、
林
永
俣
・
孟
彰
輿
校
貼
「
林
則
徐

《洋

事
雑
録
》
」
(
共
に
『
中
山
大
皐
皐
報
』
一
九
八
六
年
第
三
期
〉
。

〈
鎚
〉
林
永
俣
「
論
林
則
徐
組
織
的
透
誇
工
作
」
(
一踊
建
祉
曾
科
皐
院
歴
史

研
究
所
編
『
林
則
徐
輿
鴻
片
戟
争
研
究
論
文
集
』
一
繭
建
人
民
出
版
社

一
九
八
五
所
収
〉
。

〈m
m
)

前
掲
佐
々
木
論
文
一
九
七
1

一
一
一
一
頁
。

(
鈎
)
『
海
園
園
志
』
巻
三
十
三
。

(
況
)
こ
れ
ら
の
呈
白
書
が
原
語
の
何
に
相
賞
す
る
か
は
、
浅
井
清
『
明
治
立

憲
思
想
史
に
お
け
る
イ
ギ
リ
ス
園
舎
制
度
の
影
響
』
(
有
信
堂
一
九

六
九
)
六
二
|
六
六
頁
に
解
説
が
あ
る
。
ま
た
註
ハ
却
)
参
照
。

(
M
M
)

前
掲
「
林
則
徐

《洋
事
雑
録
》
」
三
四
頁
陳
徳
培
践
。

(
お
)
此
道
光
開
順
徳
梁
君
所
者
、
向
有
合
省
園
記
三
巻
、
品
目
在
光
緒
初
年

先
検
討
日
流
連
於
海
玉
郡
書
慰
問
得
之
、
合
省
園
記
有
東
漢
惇
経
之

家
印
記
、
叉
有
不
知
筆
践
数
行
、
按
雨
書
出
於
各
謬
籍
之
先
、
居
百

年
前
而
載
記
欧
美
事
、
維
輿
今
不
無
少
異
、
但
有
今
向
未
及
知
者
、

亦
史
家
之
秘
籍
也
、
合
省
園
記
尤
震
詳
議
、

蛍
居
周
梁
君
致
力
之
作

民
園
十
一
年
夏
東
軒
逸
人
識

(
鈍
〉
そ
の
詳
細
を
述
べ
る
徐
裕
は
な
い
が
、
本
文
に
示
し
た
よ
う
な
事
情

以
外
に
、
的
、
前
後
重
複
し
た
記
事
の
削
除
、
的
、
考
査
の
た
め
の
繁

行
注
の
削
除
(
た
だ
し
注
を
『
英
士
口
利
園
記
』
で
は
本
文
に
入
れ
て
い

る
例
も
い
く
つ
か
あ
る
〉
、
助
、

バ
ラ
ン
ス
を
失
っ
た
除
り
に
長
い
背

景
設
明
の
削
除
、
伸
、
固
有
名
詞
に
ひ
か
れ
た
傍
線
の
整
備
、
な
ど
が

見
ら
れ
る
。

(
お
)
例
え
ば
『
蘭
脅
偶
読
』
巻
二
、
第
十
四
葉
表
で
、
メ
リ
l
ラ
ソ
ド
関

拓
の
年
代
に
つ
い
て
、

『士
山
略
』
の
崇
禎
三
年
設
を
捨
て

『
四
洲
志
』

崇
禎
十
五
年
設
に
従
っ
て
い
る
が
、

『
英
士
口
利
園
記
』
第
二
十
九
葉
裂

で
は
『
士
山
崎
』
の
読
を
採
用
し
て
い
る
。

(
お
)
李
志
剛
前
掲
書
一
八
五
|
一
九
一
一
一
頁
。

(
幻
)
翻
誇
す
る
者
と
し
て
の
そ
リ
ソ
ン
に
注
目
し
た
著
作
と
し
て
は
、
ぃ

う
ま
で
も
な
く
柳
父
章
『
ゴ
ッ
ド
と
上
喬
|
|
歴
史
の
な
か
の
翻
謬
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(
四
叩
〉
以
下
は
序
の
第
一
葉
表
か
ら
第
二
葉
表
ま
で
を
要
約
し
た
も
の
で
あ

る。

ハ
印
)
村
尾
前
掲
論
文
一
七

O
l
一
頁
参
照
。

(
印
)
『
直
美
理
格
洲
合
省
園
志
略
』
を
手
に
す
る
徐
裕
が
な
か
っ
た
た
め

に
、
こ
こ
で
比
較
検
討
す
る
の
は
『
合
省
園
設
』
と
『
美
理
寄
合
省
園

志
略
』
の
記
事
で
あ
る
。
註
ハ
幻
)
で
述
べ
た
よ
う
に
、
二
つ
の
『
志

略
』
の
聞
に
内
容
・
語
句
の
熱
で
大
き
な
差
異
が
あ
る
わ
け
で
は
な

い
。
し
か
し
、
あ
ま
り
に
讃
み
込
み
が
過
ぎ
な
い
よ
う
に
、
雨
『
志

略
』
の
分
段
は
相
異
が
な
い
こ
と
を
ふ
ま
え
た
う
え
で
、
『
ム
ロ
省
園

設
』
と
『
美
理
寄
合
省
園
志
略
』
と
の
開
に
共
通
す
る
語
「
衿
者
」
を

手
掛
り
に
、
安
嘗
な
範
圏
内
で
の
解
俸
を
試
み
る
に
と
ど
め
る
。

(
m
m
)

『
合
省
園
設
』

ωと
『
美
理
寄
合
省
園
志
略
』
切
と
を
較
べ
る
と
、

判
の
「
逮
欲
枚
前
所
給
印
、
所
命
官
亦
解
鐙
」
の
記
事
が
切
に
は
な

く
、
的
「
費
治
菊
(
メ

l
ジ
ニ
ア
ど
が
「
費
栓
地
費
(
フ
ィ
ラ
デ
ル

フ
ィ
ア
)
」
に
訂
正
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
が
『
亜
美
理
格
洲
合
省
園
志

略
』
を
梁
廷
栴
が
利
用
し
た
こ
と
を
思
わ
せ
る
一
つ
の
例
で
あ
る
。

(
向
山
〉
怨
郷
設
皐
舘
一
所
、
郷
中
富
者
科
銀
延
師
、
敬
一
郷
子
弟
、
若
郷

中
無
富
者
、
則
在
曾
城
中
官
員
庭
借
助
、
其
就
拳
之
童
、
毎
夕
回

家
、
男
女
皆
可
以
鋳
師
、
若
女
師
束
備
銀
毎
月
不
遇
六
園
至
十
圏
、

数
女
童
讃
書
外
、
並
敬
刺
繍
、
男
師
則
一
一
一
一
一
十
圏
不
等
、
亦
有
事
敬

一
家
者
、
叉
有
豚
中
皐
館
、
有
無
多
少
不
定
、
惟
郷
皐
館
不
拘
貧

富
、
師
勝
皐
館
無
束
筒
者
不
可
入
、
因
以
此
項
延
師
故
也
、
其
館
本
慮

人
票
懸
官
而
後
建
、
或
豚
官
公
同
建
造
者
亦
有
之
、
其
中
所
四
号
、
比
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之
郷
拳
叉
略
大
、
更
有
舎
城
中
皐
館
、
多
少
無
定
、
城
中
富
者
建

之
、
或
設
曾
而
以
禽
項
建
之
、
或
官
員
助
之
、
舘
中
篠
例
、
揮
抽
出
人

議
之
、
並
司
其
事
、
然
後
通
告
同
摩
、
皐
者
毎
年
考
試
一
場
、
取
中

者
入
館
内
、
如
中
園
之
秀
才
、
習
闘
争
以
四
年
篤
例
、
不
遜
律
戒
、
不

待
四
年
、
亦
可
以
逐
之
、
銃
習
四
年
、
則
如
中
園
之
拳
入
品
矢
、
散
館

後
或
免
官
篤
士
震
農
居
周
工
am一
商
、
市
各
司
其
事
、
別
有
大
皐
館
、
惟

許
己
中
患
者
進
正
局
、
所
間
四
千
有
三
、
一
聖
文
、
二
留
治
、
三
律
例
規

係
、
二
者
不
可
粂
得
、
叉
以
三
年
信
用
期
、
期
満
則
猶
中
園
之
進
士
会

(
以
下
略
)

(
回
)
梁
廷
栴
は
、
皐
海
堂
の
皐
長
、
越
華
書
院
と
導
秀
書
院
の
監
院
の
任

に
あ
た
り
、
『
越
華
紀
略
』
『
号
秀
書
院
士
山
』
の
著
作
が
あ
る
。

(
臼
)
語
義
通
り
に
と
れ
ば
「
衿
L

は
生
員
の
こ
と
を
指
し
て
い
る
と
い
う

こ
と
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
嘗
時
の
カ
ン
ト
ン
で
は
「
衿
番
」
を

「
紳
士
」
「
紳
香
L

と
同
様
の
一
意
味
で
使
用
す
る
こ
と
が
あ
る
。
ま
た

「
紳
士
」
は
か
な
り
康
範
囲
な
概
念
で
あ
る
。
庚
東
省
文
史
研
究
館
編

コ
ニ
元
里
人
民
抗
英
闘
争
史
料
(
修
-
訂
本
)
』
(
中
華
書
局
一
九
七

八
)
七
九
頁
。

(
侃
〉
『
合
省
園
設
』
巻
二
。

(
前
)
村
尾
前
掲
論
文
一
七
一
頁
。

(

m

山
)
陳
澄
『
東
塾
集
』
巻
三
郷
特
夫
皐
計
一
得
序
。

(
同
山
)
梁
廷
栴
『
藤
花
亭
散
腫
文
初
集
』
品
位
三
顧
氏
日
知
録
践
。

(
ω
)

陳
旭
麓
「
関
子
《
校
知
慮
抗
議
》
一
書
|
粂
論
鴻
桂
芥
的
思
想
」

(
『
新
建
設
』
一
九
六
四
年
第
二
期
)
。
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THE MEANING OF THE HAIGひOSISHUO海國四説

　　　　　　　　

MURAO Susumu

　　

The ＨａｉｇｕｏｓiｓｈｕｏＩＳａ work introducing the West written by Liang

Tingnan梁廷柵，a local literate at Canton, soon after the Opium War. The

section that introduces the United States (Ｈｅｓｈｅｎｇｇｕｏｓhｕｏ『合省國説』)ｈａｓ

often been mentioned as demonstrating Liang's high degree of understand-

ing. TheＨｅｓＪｉｅｎｇｇｕｏｓhｕoiｓ baｓｅ.ｄalmost entirely on E. C. Bridgman's

work in Chinese　introducing the United States, and in that sense it can

be said that the account in the Ｈｅｓｈｅｎｇｇｕｏｓｈｕｏ　ｔａkesBridgman's account

alone as evidence and unfolds Liang's own interpretation on top of ｉt｡

　　

At that time, it was extremely difficult for Christian missionaries to

translate Western concepts directly into Chinese without falling into the

trap of‘cultural translation.' One can get ａ glimpse of the di伍culty involved

and the extraordinary care required to deal with them from the linguistic

theories of R. Morrison, who compiled the Ａ Ｄｉｃｔｉｏｎａｒ:ｙｏｆ ＣｈｉｎｅｓｅＬａｎ-

gl£ａｇｅ.

　

Contrary to Morrison's care, Liang paid attention only to whether

ａ given Western concept owed its origin to ａ Chinese one or not, and as

ａ result, ｅχpounded his own views without distinguishing between Western

concepts and Chinese ones, and described his own　image of the United

States. It　is　probable　that　Liang's　work　can　be　used as　ａ clue　in

understanding the characteristics and significance in late Qing thoughts.

THE PRIMARY EDUCATION IN MODERN CHINA

KOBAYASHI Yoshifumi

　　

This

　

article

　

investigates

　

how the institutionalreforms in　primary

education from the late Qing to the late 1920s penetrated down to the

schools. The reform of educational institutionin 1904 was not thorough

and left some feudal characteristics. The public schools in local areas
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