
の
ニ
ニ
こ
コ
ニ
ニ
コ
ニ
ご
ニ
ロ
ニ
　
コ
ニ
リ
　
　
ド
ニ
じ

…
書
　
　
評
…

有
坂
隆
道
編

『
日
本
洋
学
史
の
研
究
丑
』

沼
　
田
　
次
　
郎

　
本
譲
は
昭
和
四
十
三
年
に
膚
愚
亭
が
編
者
と
し
て
響
け
に
し
た
同
名
の
論

文
集
に
次
ぐ
第
二
集
で
あ
る
。
収
め
る
所
ま
ず
編
者
の
「
親
試
実
験
主
義
の

展
開
」
を
巻
頭
に
山
崎
彰
「
『
和
魂
洋
才
』
聖
算
椎
構
造
の
置
数
一
杉
田
玄

白
を
中
心
に
一
」
、
成
瀬
不
二
雄
「
近
世
日
本
の
洋
風
画
に
お
け
る
前
期
と

後
期
一
主
題
と
画
法
…
」
、
菅
野
陽
「
司
馬
江
漢
の
洋
風
画
と
蘭
書
」
、
有
坂

隆
道
「
司
馬
聖
母
著
『
独
笑
妄
言
』
」
、
山
本
四
郎
「
小
森
桃
鳩
伝
研
究
」
、
島

尾
永
康
「
宇
田
川
陣
営
と
ラ
ホ
イ
シ
ー
ル
『
舎
密
原
本
』
」
、
上
田
穣
「
緒
方

洪
鷹
を
め
ぐ
る
社
交
的
空
窓
」
、
末
中
哲
失
「
大
垣
藩
医
『
江
馬
簾
益
』
」
の

計
九
編
で
あ
る
。
各
編
い
ず
れ
も
別
々
の
問
題
を
取
扱
っ
た
論
文
を
あ
つ
め

た
も
の
な
の
で
、
ま
ず
は
順
序
と
し
て
、
簡
単
で
も
一
応
各
論
文
の
内
容
を

か
い
摘
ん
で
紹
介
す
る
の
が
評
老
と
し
て
の
義
務
で
あ
ろ
う
。

　
巻
頭
に
据
え
ら
れ
た
有
坂
氏
の
論
文
は
か
っ
て
昭
和
二
十
八
年
『
ヒ
ス
ト

リ
ア
』
第
八
号
に
掲
載
さ
れ
た
論
文
の
再
録
で
あ
る
。
近
世
初
期
に
お
け
る

朱
子
学
的
医
学
で
あ
る
曲
直
瀬
道
三
の
医
学
に
対
す
る
批
判
と
し
て
お
こ
っ

た
古
医
方
の
学
風
す
な
わ
ち
事
実
に
基
づ
き
実
験
を
重
ん
ず
る
先
物
実
試
．

親
試
実
験
主
義
の
医
法
を
、
そ
の
代
表
的
学
者
と
し
て
の
名
方
屋
玄
医
か
ら

後
藤
艮
山
・
香
川
修
庵
・
山
脇
東
洋
・
吉
益
東
洞
に
つ
い
て
綿
密
に
跡
付
け
、

と
く
に
山
脇
東
洋
の
そ
れ
が
娠
欧
の
解
剖
医
学
を
受
容
す
る
基
盤
と
な
り
え

た
こ
と
を
指
摘
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
古
医
方
と
蘭
学
と
の
密
接

な
連
関
、
い
う
な
れ
ば
「
古
医
方
か
ら
蘭
学
へ
の
転
移
」
は
今
日
で
は
ほ
と

ん
ど
常
識
的
な
見
解
と
成
っ
て
い
る
が
、
発
受
当
時
は
大
き
な
反
響
を
え
た

も
の
で
あ
っ
た
。
儒
学
思
想
に
ふ
か
い
理
解
を
持
つ
有
坂
氏
の
こ
の
指
摘
は

今
日
に
お
い
て
も
そ
の
光
り
を
失
わ
ず
、
再
録
と
は
い
え
、
本
書
の
巻
頭
論

文
た
る
に
ふ
さ
わ
し
い
重
み
を
持
っ
て
い
る
。

　
続
く
山
崎
氏
の
論
稿
は
、
こ
の
よ
う
な
賓
方
派
に
つ
い
て
の
認
識
か
ら
出

発
し
て
、
蘭
学
の
創
始
者
と
も
い
う
べ
き
杉
田
玄
白
の
著
書
「
形
影
夜
話
」

に
見
え
る
医
論
の
蘭
漢
折
衷
的
性
格
を
指
摘
し
、
そ
れ
を
以
て
「
和
魂
洋
才
」

的
思
惟
の
崩
芽
と
し
て
捉
え
る
。
山
崎
氏
は
、
玄
白
が
古
方
派
的
親
試
実
験

主
義
の
基
礎
に
立
っ
て
「
日
本
一
流
の
外
科
」
の
新
し
い
創
設
を
目
指
し
な

が
ら
そ
の
過
程
に
お
い
て
西
欧
解
剖
学
の
成
果
に
触
れ
て
目
を
開
か
れ
、
「
解

体
新
書
」
の
翻
訳
研
究
を
通
じ
て
西
欧
医
学
の
法
則
性
を
掘
即
す
る
に
至
っ

た
が
、
薬
方
・
二
方
の
現
実
の
上
か
ら
漢
方
医
学
に
つ
い
て
の
評
価
を
新
た

に
し
、
蘭
漢
折
衷
の
医
学
に
到
達
し
た
も
の
と
考
え
る
。
そ
し
て
そ
の
論
理

化
の
た
め
に
著
し
た
の
が
「
形
影
夜
話
」
で
あ
る
と
し
、
「
形
影
夜
話
」
の

記
述
を
検
討
し
て
、
こ
の
よ
う
な
い
わ
ば
謹
白
の
思
想
的
転
換
は
、
寛
政
－

享
和
年
悶
を
中
心
と
す
る
日
本
を
め
ぐ
る
海
外
情
勢
に
彼
が
触
発
さ
れ
た
こ

と
と
、
そ
の
た
め
に
享
和
一
7
0
年
以
降
彼
が
兵
学
研
究
に
関
心
を
持
ち
、
　
「
軍

書
会
」
そ
の
他
の
会
合
に
出
席
し
た
機
会
に
荻
生
組
裸
の
「
錯
録
外
書
」
に

接
し
て
蘭
漢
折
衷
の
論
理
化
の
ヒ
ン
ト
を
得
た
こ
と
に
始
ま
る
、
と
す
る
も

の
で
あ
る
。
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評書

　
「
形
影
夜
話
」
に
お
け
る
玄
白
の
思
想
と
論
理
と
く
に
「
錯
録
外
書
」
の

問
題
に
つ
い
て
は
佐
藤
愚
介
氏
の
指
摘
（
同
氏
『
洋
学
史
研
究
序
説
』
、
昭
和

三
十
九
年
）
が
あ
る
が
、
山
崎
氏
の
見
解
は
当
然
佐
藤
氏
へ
の
批
判
と
な
り
、

ま
た
そ
の
否
定
に
到
達
す
る
。
し
か
し
も
と
も
と
㎝
，
形
影
夜
話
」
の
記
述
は
、

抽
象
的
と
い
う
か
曖
昧
な
点
が
多
く
、
と
く
に
時
間
的
経
緯
が
曖
味
化
さ
れ

て
い
る
の
で
、
山
崎
氏
の
解
釈
も
キ
メ
季
を
欠
く
憾
み
が
あ
る
が
、
佐
藤
氏

の
見
解
は
、
玄
白
と
蘭
学
と
の
関
係
を
「
形
影
夜
話
」
に
よ
っ
て
の
み
捉
え

て
「
蘭
学
窮
始
」
の
説
く
所
を
無
視
し
て
い
る
憾
み
が
あ
り
、
ま
た
「
形
影

夜
話
」
の
記
述
の
解
釈
に
当
っ
て
も
丸
山
真
男
氏
の
所
説
に
忠
実
な
あ
ま
り

に
少
し
く
そ
の
生
硬
且
つ
性
急
な
適
用
に
過
ぎ
た
傾
き
な
し
と
し
な
い
。

「
蘭
学
事
始
」
の
記
述
に
記
憶
ち
が
い
や
喜
実
の
誤
り
が
あ
る
こ
と
は
よ
く

指
摘
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
さ
り
と
て
そ
の
故
を
以
て
一
概
に
「
蘭
学

事
始
」
の
記
述
を
無
視
す
る
こ
と
は
当
を
得
な
い
こ
と
で
あ
る
。
や
は
り
わ

れ
わ
れ
は
こ
の
問
題
を
扱
う
に
当
っ
て
は
、
両
者
の
記
述
に
十
分
の
批
判
を

加
え
た
上
で
あ
ら
た
め
て
「
形
影
夜
話
」
の
記
述
を
虚
心
に
解
釈
し
て
み
る

こ
と
、
ま
た
そ
の
上
で
「
和
蘭
医
事
問
答
」
そ
の
他
の
史
料
と
も
併
せ
て
検

討
し
て
把
握
す
る
こ
と
が
必
要
で
は
な
い
か
P
　
山
崎
氏
の
指
摘
は
な
お
十

分
で
は
な
い
が
、
こ
の
よ
う
な
意
味
で
示
唆
に
富
む
見
解
で
あ
る
と
思
う
。

　
次
に
成
瀬
氏
及
び
菅
野
氏
の
論
文
は
、
以
上
と
は
全
く
趣
を
異
に
し
た
美

術
史
の
論
文
で
あ
っ
て
、
成
瀬
氏
は
、
い
わ
ゆ
る
南
蛮
紅
毛
美
術
と
し
て
と

り
上
げ
ら
れ
て
き
た
洋
風
画
を
、
第
一
期
洋
風
画
・
第
二
期
洋
風
画
と
し
て

捉
え
、
と
く
に
そ
の
主
題
と
画
法
と
を
中
心
に
両
者
を
比
較
し
た
も
の
で
あ

る
。
第
二
期
に
お
い
て
は
、
オ
ラ
ン
ダ
を
通
じ
て
将
来
さ
れ
る
銅
版
画
な
ど

の
摸
写
に
よ
り
西
洋
画
の
実
感
描
写
を
体
得
す
る
こ
と
、
つ
ま
り
画
法
が
中

心
と
成
っ
て
い
る
こ
と
、
こ
う
し
て
洋
風
画
が
東
洋
圃
と
は
異
質
の
画
法
と

し
て
日
本
絵
画
の
な
か
に
定
着
し
は
じ
め
た
、
と
説
く
。

　
成
瀬
氏
の
い
う
第
二
期
洋
風
画
家
と
し
て
有
力
な
地
位
を
占
め
た
司
馬
江

住
の
画
業
と
し
て
銅
版
画
の
製
作
が
大
き
な
比
重
を
占
め
て
い
る
こ
と
は
周

知
の
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
彼
の
銅
版
画
・
洋
風
画
に
は
多
く
の
場
合
外
国
に

そ
の
原
画
に
当
る
絵
画
が
あ
っ
た
。
こ
の
点
に
つ
い
て
菅
野
氏
は
こ
れ
ま
で

数
々
の
原
画
を
発
見
し
て
き
た
が
、
本
書
の
論
文
で
も
同
じ
意
味
で
い
く
つ

か
の
江
漢
の
画
業
に
つ
い
て
そ
の
原
画
を
オ
ラ
ン
ダ
に
求
め
、
彼
の
い
う

「
職
人
ブ
ヅ
ク
」
と
か
「
コ
ン
ス
ト
・
シ
キ
ル
ド
・
ブ
ッ
ク
」
な
る
蘭
書
に

つ
い
て
詳
細
に
考
証
し
て
い
る
。

　
こ
の
二
挺
の
数
あ
る
著
述
の
う
ち
に
「
独
笑
妄
雷
」
と
い
う
も
の
が
あ
る
。

配
本
が
少
く
、
か
っ
て
後
藤
捷
一
氏
所
蔵
本
を
紹
介
し
た
有
坂
氏
が
（
昭
和

二
十
九
年
『
ヒ
ス
ト
リ
ア
』
第
一
〇
号
）
そ
の
の
ち
岩
瀬
文
庫
本
を
得
て
そ

れ
に
よ
っ
て
厳
密
な
対
校
を
加
え
た
結
果
を
こ
こ
に
載
せ
て
あ
る
。
江
漢
の

「
晩
年
、
隠
退
期
の
最
初
の
成
書
」
と
氏
が
言
う
と
こ
ろ
の
「
独
笑
妄
言
」

に
つ
い
て
、
現
在
も
っ
と
も
完
備
し
た
テ
キ
ス
ト
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

　
次
に
島
尾
氏
の
論
文
は
純
然
た
る
化
学
史
の
専
門
家
と
し
て
の
立
場
か
ら
、

宇
田
川
椿
庵
の
化
学
研
究
の
全
貌
を
轟
々
斉
文
庫
に
蔵
す
る
椿
庵
の
手
稿
に

よ
っ
て
詳
細
に
研
究
し
、
椿
庵
が
ラ
ヴ
ォ
ァ
ジ
ェ
ー
の
化
学
を
研
究
し
十
分

に
理
解
し
て
い
た
こ
と
を
明
か
に
し
て
、
化
学
史
上
に
お
け
る
ラ
ヴ
ォ
ア
ジ

ェ
ー
化
学
の
伝
播
の
上
で
の
位
置
付
け
を
試
み
、
椿
庵
が
日
本
の
化
学
の
上

で
の
命
名
法
を
確
立
し
た
こ
と
、
そ
の
意
味
で
、
曝
本
の
近
代
化
学
は
ラ
ヴ

ォ
ア
ジ
ェ
ー
の
受
容
で
始
ま
っ
た
、
と
い
う
。

　
最
後
に
順
序
不
同
な
が
ら
、
山
本
氏
・
末
中
氏
お
よ
び
上
田
氏
の
論
稿
は

い
ず
れ
も
著
名
な
蘭
学
者
に
つ
い
て
の
克
明
な
伝
記
的
研
究
と
い
う
こ
と
が

で
き
よ
う
。
山
本
氏
に
よ
る
京
都
の
蘭
学
者
の
債
記
的
研
究
は
既
に
定
評
の
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あ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
京
都
の
蘭
学
を
代
表
す
る
一
人
で
あ
る
小
森
玄
良

（
桃
鳩
）
の
伝
記
は
本
稿
に
お
い
て
余
す
所
な
く
描
か
れ
て
い
る
。
戦
中
氏

の
論
稿
は
、
今
日
ま
で
多
く
の
史
料
が
そ
の
子
孫
の
家
に
家
蔵
さ
れ
て
い
る

に
も
拘
ら
ず
研
究
さ
れ
る
こ
と
少
な
か
っ
た
劇
壇
の
羅
馬
氏
の
歴
代
の
う
ち

と
く
に
江
馬
偏
益
（
春
画
）
に
つ
い
て
研
究
し
光
も
の
。
元
益
が
囲
治
二
十

四
年
識
す
る
ま
で
の
克
明
な
母
親
「
藤
渠
漫
笙
扁
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
が
、

幕
末
か
ら
明
治
に
か
け
て
生
活
し
た
洋
（
蘭
）
学
者
と
し
て
の
、
ま
た
地
方
郷

村
の
指
導
的
知
識
人
と
し
て
の
意
識
・
思
考
が
そ
の
中
に
率
直
に
現
れ
て
お

り
、
近
代
の
成
立
期
に
お
け
る
洋
（
爾
）
学
者
の
役
罰
な
り
社
会
的
地
位
を
考

え
る
上
で
興
味
あ
る
も
の
が
あ
る
。
ま
た
上
田
氏
の
論
稿
は
、
こ
の
誰
知
ら

ぬ
も
の
も
な
い
蘭
学
の
覧
匠
に
つ
い
て
、
そ
の
伝
統
的
教
養
と
し
て
の
和
歌

お
よ
び
和
歌
を
通
じ
て
の
交
友
関
係
と
い
う
側
面
を
追
う
こ
と
に
よ
っ
て
、

緒
方
洪
庵
の
幕
府
へ
の
出
仕
と
い
う
問
題
に
対
し
て
、
従
来
あ
ま
り
人
の
考

え
な
か
っ
た
聞
題
を
提
出
し
て
い
る
。

　
以
上
、
紙
数
に
限
り
が
あ
る
た
め
、
興
味
を
そ
そ
ら
れ
た
点
を
中
心
に
き

わ
め
て
簡
単
に
各
論
文
の
論
点
を
要
約
し
た
の
で
、
執
筆
者
の
意
図
を
誤
り

伝
え
た
と
こ
ろ
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
と
も
か
く
一
応
各
論
文
の
内
容

を
紹
介
し
た
つ
も
り
で
あ
る
。
各
論
文
そ
れ
ぞ
れ
個
別
の
、
独
立
し
た
主
題

を
取
扱
っ
た
も
の
で
あ
り
、
全
体
と
し
て
　
歯
し
た
主
張
は
な
い
が
、
し
か

し
全
体
を
通
じ
て
、
大
体
編
者
有
坂
氏
の
立
場
す
な
わ
ち
爾
学
と
の
関
連
に

お
い
て
伝
統
的
思
想
を
重
視
す
る
立
場
が
う
か
が
わ
れ
る
、
と
言
っ
て
よ
か

ろ
う
。

　
と
こ
ろ
で
歴
史
的
立
場
か
ら
す
る
洋
（
蘭
）
学
史
の
研
究
は
、
明
治
以
降
ま

ず
個
別
の
洋
（
爾
）
学
者
の
伝
記
的
研
究
な
い
し
姻
凌
の
著
訳
の
潜
誌
的
研
究

と
し
て
発
足
し
た
。
爾
来
今
日
ま
で
そ
の
成
果
は
量
に
お
い
て
は
慌
し
い
も

の
が
あ
る
。
ま
た
質
に
お
い
て
も
相
当
す
ぐ
れ
た
も
の
を
生
み
出
し
て
い
る
。

そ
こ
で
こ
の
よ
う
な
成
果
の
上
に
立
っ
て
、
ま
た
一
方
で
は
そ
れ
ら
と
並
行

し
て
、
昭
和
の
初
期
あ
た
り
か
ら
、
オ
ラ
ン
ダ
側
の
史
料
を
使
用
す
る
道
が

開
け
た
こ
と
と
、
歴
史
学
方
法
論
の
進
歩
に
伴
っ
て
洋
（
蘭
）
学
の
イ
デ
オ
ロ

ギ
…
と
し
て
の
側
面
を
電
蔑
し
、
封
建
祉
会
内
に
お
け
る
洋
（
蘭
）
学
の
役
割

を
明
か
に
し
よ
う
と
す
る
研
究
が
始
ま
っ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
今
日
で
は
こ

の
よ
う
な
意
味
で
の
歴
史
的
研
究
の
成
果
は
、
著
し
く
精
緻
の
度
を
加
え
た

伝
詑
的
・
譲
誌
的
研
究
の
成
果
と
と
も
に
、
き
わ
め
て
多
彩
な
稔
り
を
見
せ

て
い
る
。
し
か
し
そ
の
反
面
、
微
に
入
り
細
を
う
が
つ
の
あ
ま
り
に
、
趣
昧

的
・
圓
顕
的
に
堕
す
る
嫌
い
も
な
し
と
せ
ず
、
ま
た
一
方
で
は
、
洋
（
蘭
）
学

の
科
学
と
し
て
の
内
容
が
歴
史
家
に
と
っ
て
理
鰐
困
難
な
と
こ
ろ
が
ら
、
と

か
く
酉
欧
科
学
史
の
理
解
の
図
式
的
適
用
と
か
、
あ
る
い
は
観
念
的
な
歴
史

法
則
の
安
易
な
適
用
に
満
足
す
る
直
れ
も
な
く
は
な
か
っ
た
。

　
し
か
し
今
日
で
は
、
関
係
史
料
の
開
放
、
地
方
的
な
史
料
の
発
見
と
開
放

が
急
速
に
進
ん
で
お
り
、
ま
た
戦
前
に
は
夢
想
だ
に
で
き
な
か
っ
た
く
ら
い

オ
ラ
ン
ダ
史
料
の
利
用
が
容
易
に
成
っ
て
い
る
翼
状
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は

単
に
従
来
の
適
訳
本
位
の
、
ま
た
洋
（
蘭
）
学
者
の
家
伝
本
位
の
伝
記
的
研
究

か
ら
脱
却
し
て
、
こ
の
よ
う
な
内
外
の
史
料
、
と
く
に
書
翰
・
日
記
な
ど
の

オ
リ
ジ
ナ
ル
な
史
料
の
使
用
に
よ
っ
て
、
洋
（
蘭
）
学
者
の
伝
記
を
そ
の
生
涯

に
わ
た
っ
て
再
吟
味
す
る
一
方
、
そ
の
著
訳
、
そ
の
中
に
含
ま
れ
る
学
説
・

思
想
だ
け
を
切
り
は
な
し
て
と
り
上
げ
る
の
で
な
く
、
常
に
そ
れ
を
そ
の
生

涯
と
そ
の
時
代
背
景
と
の
上
に
密
着
さ
せ
て
綜
合
的
に
把
握
す
る
必
要
が
あ

る
。
と
く
に
そ
の
思
想
上
の
進
歩
性
・
啓
蒙
的
役
割
を
重
視
さ
れ
て
き
た
人

ほ
ど
そ
の
必
要
を
感
ず
る
。
次
に
そ
の
際
に
も
ま
ず
洋
（
爾
）
学
の
翻
訳
の
内
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四書

容
的
理
解
が
前
提
に
成
る
が
、
洋
（
蘭
）
学
の
内
容
が
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
の
科

学
の
分
野
に
わ
た
っ
て
い
る
た
め
に
、
わ
れ
わ
れ
に
理
解
困
難
な
所
が
多
く
、

従
っ
て
ど
う
し
て
も
科
学
史
的
立
場
か
ら
す
る
研
究
者
の
援
助
と
協
力
を
欠

く
こ
と
が
で
き
な
い
。
ま
た
著
訳
そ
れ
自
体
の
検
討
は
科
学
史
家
の
協
力
に

よ
っ
て
｝
応
可
能
と
成
る
に
し
て
も
、
成
書
と
し
て
の
著
訳
書
自
体
の
理
解

だ
け
で
果
し
て
十
分
か
と
い
う
と
、
そ
れ
に
も
問
題
が
あ
る
。
原
典
と
な
っ

た
西
欧
の
原
書
と
の
比
較
検
討
を
行
な
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
西
欧
科
学
の
理

解
の
程
度
（
す
な
わ
ち
洋
（
蘭
）
学
者
の
学
力
）
や
西
欧
科
学
の
い
か
な
る
事

項
・
部
分
が
い
か
に
と
り
入
れ
ら
れ
た
か
（
摂
取
の
意
識
と
態
度
）
も
は
じ
め

て
明
か
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
洋
（
蘭
）
学
の
思
想
的
影
響
、
伝
統
的
思
想
と
の

関
係
如
何
な
ど
も
、
以
上
の
検
討
を
欠
い
て
は
不
十
分
た
る
を
免
れ
な
い
。

洋
（
蘭
）
学
と
伝
統
的
思
想
と
の
関
係
は
直
ち
に
洋
（
蘭
）
学
そ
れ
自
体
の
内
容
、

洋
（
蘭
）
学
の
性
格
を
規
定
す
る
し
、
そ
れ
は
ま
た
薩
ち
に
洋
（
蘭
）
学
が
近
代

社
会
の
成
立
に
い
か
に
か
か
わ
る
か
の
問
題
に
も
連
な
る
わ
け
で
、
こ
の
点

か
ら
す
る
幕
宋
の
思
想
状
況
の
研
究
の
如
き
も
、
今
日
で
は
ま
だ
未
開
拓
の

部
分
が
多
い
の
で
あ
る
。

　
同
時
に
ま
た
洋
（
蘭
）
学
に
は
、
そ
の
時
代
の
先
進
國
と
し
て
の
西
欧
諸
国

の
文
化
の
勲
界
的
伝
播
（
㎝
方
か
ら
云
え
ば
摸
取
）
の
成
果
と
い
う
性
格
が

存
す
る
以
上
、
洋
（
蘭
）
学
史
の
研
究
に
あ
た
っ
て
も
、
そ
の
よ
う
な
文
化
伝

播
の
一
つ
の
パ
タ
ー
ン
と
し
て
捉
え
る
こ
と
も
必
要
で
あ
ろ
う
し
、
と
く
に

中
国
に
お
け
る
西
欧
文
化
の
受
容
と
対
照
し
て
考
え
る
こ
と
が
今
後
必
要
で

あ
る
と
思
う
。

　
以
上
い
ず
れ
も
言
う
は
易
く
行
な
う
は
難
い
問
題
で
あ
る
が
、
洋
（
蘭
）
学

史
研
究
に
つ
い
て
の
私
見
を
述
べ
た
。
本
書
に
収
め
ら
れ
た
論
文
は
い
ず
れ

も
こ
れ
ら
の
函
難
な
澄
文
に
こ
た
え
る
も
の
を
そ
の
中
に
含
ん
で
お
り
、
ま

た
部
分
的
に
は
既
に
そ
れ
に
こ
た
え
て
い
る
も
の
も
あ
る
。
私
は
こ
こ
に

載
せ
ら
れ
た
よ
う
な
個
別
研
究
が
今
後
い
よ
い
よ
そ
の
精
度
を
高
め
る
と
と

も
に
、
こ
の
時
代
の
思
想
体
系
に
ふ
か
い
知
識
と
理
解
を
持
つ
こ
の
編
者
に

よ
っ
て
そ
れ
ら
が
綜
合
せ
ら
れ
て
、
よ
り
高
次
の
「
日
本
洋
学
史
の
研
究
」

皿
・
W
・
V
…
…
が
現
れ
る
こ
と
を
期
待
す
る
も
の
で
あ
る
。
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