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本
書
の
内
容
的
特
徴
に
つ
い
て
、
要
港
み
ず
か
ら
が
「
は
し
が
き
」
に
お
い

て
語
っ
て
い
る
と
こ
ろ
は
次
の
三
点
で
あ
る
。

　
①
西
摂
津
を
中
心
と
し
て
、
最
先
進
地
た
る
摂
生
地
域
の
流
逓
全
般
に
わ

　
　
た
っ
て
考
察
し
よ
う
と
し
た
こ
と
。

　
②
　
金
国
市
場
を
対
象
と
す
る
商
品
作
物
の
流
通
を
中
心
に
解
評
し
た
こ
と
。

　
③
　
全
国
的
流
通
よ
り
は
、
局
地
市
場
内
部
の
流
通
の
深
化
過
程
に
重
点
を

　
　
お
き
、
農
民
的
商
晶
流
通
の
発
展
過
程
を
、
と
く
に
商
品
生
産
者
農
民
に

　
　
直
結
す
る
部
分
の
流
通
に
つ
い
て
み
た
こ
と
。

　
結
論
的
に
い
っ
て
、
こ
の
要
約
は
当
を
え
た
も
の
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
著
潜
は
、
幕
藩
体
制
下
に
お
い
て
生
産
力
発
展
の
最
先
進
地
域
で
あ
っ
た
畿

内
を
フ
ィ
ー
ル
ド
と
し
て
、
農
民
的
商
晶
流
通
展
開
の
あ
と
を
丹
念
に
追
及
し

た
。
そ
の
ば
あ
い
、
全
圏
市
場
を
対
象
と
す
る
商
晶
作
物
の
流
通
に
焦
点
を
合

わ
せ
た
の
は
、
資
本
主
義
的
な
意
味
で
の
国
内
市
場
の
形
成
に
た
い
す
る
関
心

が
、
念
頭
に
お
か
れ
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
も
、
た
だ
一
般
的
に

そ
の
こ
と
を
問
題
に
し
た
の
で
は
な
く
、
具
体
的
な
幕
藩
体
制
社
会
の
構
造
の

中
で
、
必
ず
し
も
一
途
に
で
は
な
く
進
化
す
る
過
程
を
と
ら
え
よ
う
と
ざ
れ
て

い
る
こ
と
は
、
こ
の
書
物
が
、
や
は
り
西
摂
地
方
を
中
心
に
分
析
し
た
前
著

『
封
建
社
会
の
農
村
構
造
』
（
今
井
林
太
郎
氏
と
典
著
）
へ
の
批
判
に
こ
た
え
、

そ
れ
と
対
応
す
る
意
味
で
書
か
れ
て
お
り
、
幕
府
の
統
翻
に
た
い
す
る
農
民
が

わ
の
迂
余
麟
折
を
経
た
闘
争
を
軸
に
叙
述
さ
れ
て
い
る
点
に
よ
っ
て
も
、
知
る

こ
と
が
で
き
る
。

　
こ
の
よ
う
に
み
て
く
る
と
、
こ
の
書
物
を
読
む
と
き
に
、
工
つ
の
主
要
な
関

心
の
生
ず
る
の
を
抑
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
一
つ
は
、
変
革
の
主
体
的
要
素

を
な
す
農
艮
的
商
品
流
通
の
成
長
を
、
歴
愛
的
に
体
現
す
る
も
の
と
し
て
の
在

郷
商
人
の
あ
り
方
、
お
よ
び
、
そ
の
と
ら
え
方
に
つ
い
て
の
関
心
で
あ
り
、
二

つ
は
、
そ
れ
と
対
立
し
、
阻
止
す
る
要
素
と
し
て
の
幕
藩
体
調
社
会
、
な
い
し

は
そ
の
下
で
の
商
最
流
通
と
は
何
か
、
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
と
く
に
前
者
に

つ
い
て
は
、
そ
の
研
究
史
上
に
お
け
る
位
置
づ
け
に
つ
い
て
A
明
確
に
し
て
お

く
必
要
が
あ
る
。

二

　
い
ま
か
ら
十
数
年
前
、
日
本
近
世
史
に
在
郷
商
人
論
を
提
起
し
た
奈
良
本
辰

也
氏
は
、
愛
翫
封
建
社
会
と
商
業
資
本
」
（
監
製
近
世
封
建
社
会
史
論
』
所

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
貌
蔚

収
）
に
お
い
て
、
次
の
よ
う
に
の
べ
た
。

　
「
わ
た
く
し
は
、
徳
川
封
建
社
会
の
成
立
が
、
最
も
原
始
的
な
自
給
自
足
経

済
の
上
に
で
は
な
く
て
、
む
し
ろ
一
定
の
商
昂
生
産
の
発
達
の
上
に
も
た
ら
さ

れ
た
が
故
に
こ
そ
、
こ
れ
を
典
型
的
な
、
純
化
さ
れ
た
封
建
制
度
と
呼
び
た
い

の
で
あ
る
。
い
う
ま
で
も
な
く
、
一
定
の
商
畠
生
産
の
発
達
と
は
、
封
建
制
度

の
教
権
制
的
構
造
を
貫
徹
し
麦
え
る
形
で
の
発
達
を
い
う
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
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評

を
超
え
る
も
の
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
㌔

　
徳
用
封
建
社
会
成
立
の
前
提
を
な
し
た
か
か
る
商
業
資
本
は
、
鎖
扇
に
よ
っ

て
「
生
存
の
現
実
的
な
基
礎
を
失
っ
て
」
、
機
能
的
変
化
を
と
げ
る
。
す
な
わ

ち
、
確
立
さ
れ
た
大
名
領
国
経
済
へ
の
依
存
で
あ
る
。
京
都
・
大
坂
の
商
人
に

よ
る
閣
内
商
業
取
引
の
独
占
が
、
藩
権
力
の
協
力
の
も
と
に
お
こ
な
わ
れ
る
。

氏
は
こ
れ
を
特
権
的
商
人
と
呼
ん
で
お
り
、
幕
藩
制
下
の
大
名
鎖
国
経
済
に
典

型
的
な
商
離
流
通
と
し
て
、
と
ら
え
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

　
や
が
て
、
農
業
生
産
力
の
発
展
と
商
業
的
農
業
の
滲
透
は
「
農
民
の
商
人

化
」
を
生
む
。
こ
の
過
程
は
、
そ
れ
と
と
も
に
成
長
し
た
農
家
家
内
工
業
の
都

市
手
工
業
に
対
す
る
勝
利
の
過
程
で
も
あ
っ
た
。
「
問
量
以
外
の
素
人
」
が
娼

現
し
て
、
西
陣
な
ど
都
箭
手
工
業
の
停
滞
を
も
た
ら
す
。
そ
の
時
期
は
、
享
保

か
ら
天
保
に
い
た
る
間
と
考
え
ら
れ
た
。
こ
こ
で
、
特
権
的
な
ギ
ル
ド
的
機
構

を
超
え
て
、
　
「
同
職
同
商
売
を
も
揮
ら
ざ
る
も
の
」
1
1
在
郷
商
人
層
が
登
場
す
る
。

　
在
郷
商
人
と
は
何
か
。
そ
れ
は
、
ま
さ
し
く
「
そ
の
名
に
根
応
し
い
出
身
と

存
在
扁
を
も
ち
、
　
「
単
に
否
姓
を
捨
て
て
城
下
町
に
出
て
商
人
に
な
る
と
い
う

径
路
で
は
な
く
て
、
そ
の
村
々
に
型
つ
き
乍
ら
商
人
化
し
て
行
く
も
の
」
で
あ

り
、
　
「
百
姓
を
本
業
と
し
な
が
ら
商
売
に
も
た
ず
さ
わ
る
と
い
う
仕
方
で
発
生

し
て
行
っ
た
も
の
」
で
あ
る
。
　
「
そ
れ
は
取
扱
う
物
稲
の
商
口
叩
性
が
高
い
ほ
ど
、

急
速
に
商
人
化
の
傾
向
を
強
め
て
行
く
」
。
だ
が
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
彼
ら
は
、

直
ち
に
「
近
代
酌
商
人
道
徳
を
身
に
つ
け
て
い
た
と
は
思
わ
れ
な
い
」
。
　
そ
の

利
潤
は
、
各
生
産
地
の
総
立
的
状
態
を
龍
提
と
す
る
前
期
的
な
性
格
を
も
つ
て

い
た
。
彼
ら
が
、
競
争
に
お
い
て
特
権
商
人
を
排
除
し
え
た
原
因
は
、
　
「
一
腰

に
し
て
尽
せ
ば
、
彼
等
の
生
産
者
へ
の
近
さ
で
あ
っ
た
」
。
門
生
産
者
へ
の
直
接

的
な
麟
び
つ
き
偏
が
、
勝
利
を
保
証
し
た
有
利
な
条
件
で
あ
っ
た
。
彼
ら
の
、

否
姓
一
揆
の
組
織
的
中
該
と
し
て
の
地
位
も
、
こ
れ
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
て
く

る
。　

こ
の
動
向
に
た
い
す
る
都
市
の
特
梅
的
商
業
資
本
の
対
応
は
、
弘
化
～
嘉
永

の
株
仲
間
再
建
の
動
き
の
中
に
み
ら
れ
る
が
、
再
建
さ
れ
た
と
ぎ
、
そ
れ
は

「
人
数
増
減
勝
手
次
第
」
と
し
て
、
在
郷
商
人
と
同
列
の
ス
タ
ー
ト
を
切
ら
ね

ば
な
ら
な
か
っ
た
。
か
く
し
て
、
も
し
、
自
由
な
労
働
力
布
場
が
形
成
さ
れ
た

場
合
に
、
「
そ
の
便
宜
を
最
も
有
利
に
、
か
つ
最
も
身
近
に
晃
出
す
商
業
資
・
本
」

と
し
て
「
在
郷
商
人
層
的
あ
り
方
」
が
存
在
し
た
の
で
あ
る
。

　
問
題
は
三
つ
の
段
階
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
。
幕
藩
制
社
会
成
立
の
前

提
と
し
て
の
全
国
的
な
商
品
流
通
、
上
方
商
業
資
本
と
の
結
合
を
特
徴
と
す
る

大
名
領
国
経
済
に
対
応
す
る
商
品
流
通
、
そ
れ
ら
を
打
破
す
る
主
体
と
し
て
の

在
郷
商
人
的
商
品
流
通
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
最
後
の
も
の
、
在
郷
商
人
的

商
晶
流
通
に
つ
い
て
、
そ
の
後
、
い
く
つ
か
の
突
証
的
事
実
が
穣
み
重
ね
ら
れ

た
。　

畿
内
に
つ
い
て
い
え
ば
、
古
島
緻
雄
・
永
原
慶
二
の
両
氏
が
、
大
坂
周
辺
の

綿
作
地
帯
を
対
象
と
し
た
『
商
晶
生
産
と
嵜
生
地
主
制
』
で
、
天
保
期
に
お
け

る
在
郷
商
人
の
大
坂
闇
屋
資
本
へ
の
従
属
を
見
出
し
、
彼
ら
が
生
産
春
農
罠
と

と
も
に
成
長
し
、
そ
の
地
位
を
向
上
さ
せ
な
が
ら
も
、
幕
末
期
に
い
た
っ
て

「
領
主
財
政
と
結
び
つ
き
つ
つ
寄
生
化
し
て
い
く
姿
漏
を
と
ら
え
た
。
こ
こ
で

は
、
在
郷
商
人
↓
寄
生
地
主
牌
と
し
て
掘
握
さ
れ
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
発
展
の
担

い
手
と
し
て
の
性
格
を
否
定
す
る
あ
ま
り
、
領
主
と
の
問
に
は
、
単
に
封
建
地

代
の
取
り
分
を
め
ぐ
る
競
合
関
係
が
存
在
す
る
に
す
ぎ
な
い
も
の
と
し
て
、
そ

の
意
義
を
低
く
評
価
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　
そ
の
後
の
経
過
を
、
誤
解
を
恐
れ
ず
一
言
に
し
て
要
約
す
る
な
ら
ば
、
在
郷
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商
人
な
る
概
念
が
、
奈
良
本
氏
に
あ
っ
て
は
、
幕
藩
封
建
社
会
の
構
造
の
中
で
、

そ
れ
と
の
関
連
に
お
い
て
、
変
革
の
主
体
と
し
て
の
歴
史
的
繕
事
と
し
て
提
起

さ
れ
て
い
た
の
に
た
い
し
、
以
後
の
諸
研
究
は
、
こ
れ
を
享
保
以
降
に
お
け
る

在
郷
の
商
人
の
燗
別
経
営
の
性
格
規
定
に
還
元
し
、
ま
た
、
そ
こ
で
の
問
題
も
、

ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
性
格
の
存
否
と
い
う
経
済
学
的
次
元
に
限
定
し
て
き
た
き
ら
い

が
あ
る
。
右
の
よ
う
な
闇
題
が
叙
上
の
方
法
で
と
け
る
か
ど
う
か
は
問
わ
な
い

と
し
て
も
、
そ
の
経
過
自
体
は
必
要
な
こ
と
で
あ
っ
た
。
内
容
的
な
性
格
規
定

を
明
か
に
し
な
い
で
は
、
お
こ
な
わ
れ
る
べ
き
変
革
が
い
か
な
る
性
質
の
も
の

で
あ
っ
た
か
を
確
か
め
る
こ
と
が
で
ぎ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
研
究
の

個
別
分
散
化
と
呼
ば
れ
る
、
こ
の
十
年
来
の
傾
向
は
、
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
、

性
格
に
つ
い
て
の
議
論
や
、
さ
ま
ざ
ま
の
経
営
類
型
の
抽
出
は
い
よ
い
よ
細
か

に
な
っ
て
き
た
と
い
え
る
が
（
在
郷
商
人
の
概
念
が
定
立
さ
れ
た
と
き
の
、
最

・
初
の
歴
史
的
主
体
と
し
て
の
意
味
は
、
そ
の
追
及
が
等
閑
に
附
せ
ら
れ
て
き
た

と
い
え
よ
う
。

　
在
郷
商
人
は
、
先
に
あ
げ
た
引
矯
か
ら
も
知
ら
れ
る
よ
う
に
、
そ
の
初
発
か

ら
、
決
し
て
近
代
的
性
格
を
一
方
面
に
強
調
さ
れ
て
き
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
。

む
し
ろ
、
そ
の
こ
と
の
有
無
は
第
二
義
で
あ
っ
た
と
さ
え
い
え
る
。

　
し
た
が
っ
て
、
現
出
点
に
お
い
て
、
在
郷
商
人
を
と
り
あ
げ
る
と
す
る
な
ら

ば
、
失
な
わ
れ
た
変
革
の
歴
史
的
主
体
と
し
て
の
意
味
を
、
ど
こ
で
國
復
す
る

か
に
か
か
っ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

　
著
者
は
、
こ
の
課
題
に
十
分
こ
た
え
る
こ
と
が
で
き
た
で
あ
ろ
、
）
か
。

三

お
お
ざ
っ
ぱ
な
や
り
方
で
、
古
い
学
史
を
引
張
り
出
し
た
の
は
、
ほ
か
な
ら

ぬ
こ
の
書
物
が
、
冒
頭
に
あ
げ
た
よ
う
に
、
畿
内
に
お
け
る
局
地
的
帯
場
の
展

開
過
程
を
追
及
し
た
作
田
だ
か
ら
で
あ
る
。
局
地
的
市
揚
の
撞
融
着
こ
そ
、
著

者
に
よ
れ
ば
、
在
郷
商
入
の
名
に
真
に
ふ
さ
わ
し
い
も
の
で
あ
っ
た
。

　
し
ば
ら
く
、
著
者
の
い
う
と
こ
ろ
を
聴
こ
う
。

　
著
者
は
、
ま
ず
畿
内
の
商
撮
流
通
の
あ
り
方
を
三
な
い
し
四
段
階
に
分
け
て

考
察
し
て
い
る
。
第
一
期
は
十
七
世
紀
、
在
郷
町
を
中
心
と
す
る
商
品
流
通
の

時
期
で
あ
り
、
第
二
期
は
、
畿
内
内
部
で
の
競
争
の
発
生
に
と
も
な
う
十
七
世

紀
後
半
か
ら
十
八
姫
紀
に
か
け
て
の
農
村
加
工
業
地
帯
の
形
成
、
第
三
期
は
、

十
八
世
紀
後
半
に
お
け
る
蜜
柑
内
部
で
の
在
郷
商
人
の
登
場
、
第
四
期
は
十
九

世
紀
に
入
り
、
畿
内
以
外
の
地
方
で
の
商
品
生
産
の
発
展
、
お
よ
び
麗
国
に
よ

る
輸
入
農
産
物
の
増
血
等
が
も
た
ら
す
変
動
な
い
し
衰
退
期
で
あ
る
。
こ
の
う

ち
、
第
二
期
と
三
期
は
、
本
書
の
章
励
構
成
で
は
、
　
「
一
八
世
紀
に
お
け
る
商

品
流
通
の
発
展
一
在
郷
商
人
を
中
心
と
す
る
流
通
機
構
の
形
成
一
」
と
し

て
一
括
し
て
扱
わ
れ
て
お
り
、
そ
の
代
り
、
菜
種
・
綿
・
肥
料
の
国
訴
を
と
り

あ
げ
た
「
領
主
の
流
通
統
制
と
農
民
闘
争
」
を
も
っ
て
ご
草
を
成
し
て
い
る
。

こ
の
二
章
が
本
書
の
中
核
部
分
で
あ
り
、
量
的
に
も
全
体
の
三
分
の
二
以
上
を

占
め
て
い
る
。

　
第
一
期
の
畿
内
は
、
河
内
の
綿
作
地
帯
、
北
・
西
摂
の
酒
造
地
帯
な
ど
島
国

需
要
と
結
び
つ
い
た
特
産
地
を
形
成
し
な
が
ら
、
な
お
農
村
は
原
料
生
産
の
段

階
に
と
ど
ま
り
、
原
料
作
物
を
そ
の
ま
ま
の
形
態
で
大
坂
な
い
し
在
郷
町
へ
送

り
、
そ
こ
で
集
散
・
舶
工
ま
た
は
遠
隔
地
へ
の
販
売
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
。

こ
こ
で
は
、
農
工
の
分
離
は
、
撲
村
と
在
郷
町
、
農
村
と
大
坂
と
の
間
で
実
現

し
、
し
か
も
、
在
郷
町
の
機
能
は
ま
だ
十
分
に
大
坂
に
統
合
さ
れ
て
い
な
か
っ

た
の
で
、
そ
の
地
位
は
岡
等
で
あ
り
、
む
し
ろ
、
農
村
と
藏
結
す
る
と
い
う
意
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味
で
は
、
商
錨
流
通
は
在
郷
町
を
中
心
に
展
開
し
た
と
い
え
た
。
後
年
の
ご
と

く
、
河
内
木
綿
と
い
っ
た
総
括
的
な
呼
称
で
な
く
、
久
宝
寺
木
質
嬰
・
平
野
繰
綿

な
ど
特
定
の
町
や
村
の
名
を
冠
す
る
商
贔
名
が
多
く
み
ら
れ
、
ま
た
、
在
郷
町

ご
と
に
着
港
の
発
行
さ
れ
て
い
た
こ
と
な
ど
は
、
こ
の
こ
と
を
象
徴
し
て
い
る
。

し
か
し
、
在
郷
町
は
、
そ
の
ま
ま
相
互
に
弧
立
し
て
遠
隔
地
取
引
に
従
事
し
て

お
り
、
畿
内
以
外
の
地
方
に
お
け
る
商
晶
生
藍
の
未
発
達
と
、
畿
内
農
民
に
た

い
す
る
取
引
上
の
優
越
し
た
地
位
を
前
提
に
し
、
繁
栄
を
誇
っ
た
。
こ
れ
は
農

民
の
が
わ
か
ら
い
え
ば
、
ま
だ
安
定
し
た
小
商
晶
生
産
経
営
を
い
と
な
む
条
件

が
確
立
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
。

　
第
二
期
に
入
る
と
、
こ
の
よ
う
な
市
場
条
件
が
変
化
す
る
に
と
も
な
い
、
畏

當
を
求
め
る
農
民
の
た
ゆ
み
な
い
努
力
が
、
綿
作
地
帯
を
定
着
さ
せ
、
菜
種
作

地
域
を
形
成
し
、
米
の
商
鼎
化
を
進
行
せ
し
め
る
。
こ
の
動
向
に
梱
互
に
刺
戟

し
あ
う
形
で
関
連
し
て
い
る
の
が
、
十
八
世
紀
前
半
に
み
ら
れ
る
農
村
加
工
業

地
帯
の
形
成
で
あ
る
。
酒
造
業
で
は
、
従
来
の
在
郷
町
伊
丹
・
池
田
に
対
抗
し

て
灘
酒
造
業
の
拾
頭
が
み
ら
れ
、
綿
織
で
は
、
綿
作
地
帯
の
一
部
に
、
い
ま
や

河
内
木
綿
と
総
称
さ
れ
る
ほ
ど
広
汎
に
醍
村
木
綿
織
地
帯
が
出
濁
し
、
西
摂
で

は
海
岸
地
域
に
零
屋
地
帯
が
あ
ら
わ
れ
る
。
絞
油
業
も
、
大
坂
・
堺
・
平
野
郷

等
の
人
力
絞
油
業
に
た
い
し
て
、
元
禄
・
享
保
期
に
は
灘
旨
の
農
村
に
水
率
絞

油
業
が
展
開
す
る
。
綿
作
農
村
に
は
、
綿
加
工
業
の
余
業
的
普
及
が
み
ら
れ
た
。

農
村
へ
の
貨
幣
経
済
の
滲
透
に
対
応
し
て
、
銀
札
の
発
行
が
よ
り
広
い
規
模
で
、

農
村
の
寓
裕
層
を
札
元
と
し
て
お
こ
な
わ
れ
た
。

　
こ
う
し
て
、
農
村
へ
の
分
業
圏
の
拡
大
が
進
行
す
る
と
と
も
に
、
摂
河
一
円

は
し
だ
い
に
密
接
に
上
達
し
た
一
つ
の
有
機
体
と
し
て
樵
…
成
さ
れ
る
に
い
た
り
、

か
つ
て
億
弧
逃
し
て
い
た
在
郷
町
商
人
根
雪
間
、
在
郷
町
と
薄
舞
商
人
櫓
互
闘

に
競
争
関
係
が
成
立
し
、
こ
れ
と
薪
た
に
登
場
し
た
縫
柑
頒
工
業
地
帯
の
商
人

を
潴
え
て
、
三
者
の
競
合
を
核
と
し
て
商
品
流
通
が
展
閥
す
る
。
こ
の
傾
向
が
、

十
八
世
紀
後
半
に
入
る
や
、
さ
ら
に
拡
大
し
、
右
の
集
撒
・
加
工
地
商
人
に
対

抗
し
て
、
商
品
作
物
栽
培
地
帯
た
る
一
般
徳
…
村
か
ら
在
郷
商
人
が
始
落
し
て
く

る
。
こ
の
農
民
の
商
業
活
動
へ
の
広
汎
な
参
加
こ
そ
、
す
な
わ
ち
第
三
期
を
特

徴
づ
け
る
も
の
で
あ
っ
た
。

　
酉
撰
に
一
般
的
な
貢
租
米
の
郷
払
い
は
、
宝
暦
一
寛
政
以
降
、
各
領
主
と
も

総
貢
租
類
の
過
半
を
超
え
て
い
た
が
、
そ
れ
を
可
能
に
し
た
も
の
は
、
酒
造
地

帯
で
の
酒
米
需
要
を
基
礎
と
す
る
、
在
郷
商
人
の
流
通
組
織
の
発
展
で
あ
っ
た
。

農
民
米
の
流
通
も
、
こ
の
ル
ー
ト
を
通
じ
、
伊
丹
ま
た
は
今
津
・
西
嘗
に
集
中

し
て
い
っ
た
。
綿
∵
木
綿
を
は
じ
め
、
統
制
の
つ
よ
か
っ
た
菜
種
、
都
市
が
わ

の
流
通
機
構
が
整
備
さ
れ
て
い
た
肥
料
に
つ
い
て
さ
え
も
、
同
じ
よ
う
な
動
向

は
見
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

　
第
二
期
に
お
け
る
農
柑
加
工
業
地
帯
の
出
現
が
、
在
郷
町
か
ち
農
村
翻
へ
の

分
業
關
拡
大
の
契
機
を
な
し
、
そ
の
運
動
の
中
で
、
小
商
品
生
産
者
と
し
て
の

農
民
勢
力
の
成
長
が
在
郷
商
人
を
生
み
出
し
、
葱
摂
に
つ
い
て
い
え
ば
、
諸
商

品
独
欝
の
流
通
曙
が
複
雑
か
つ
有
機
的
に
絡
み
合
っ
た
、
　
～
つ
の
ま
と
ま
っ
た

局
地
内
流
通
を
構
成
す
る
に
い
た
る
。

四

　
幕
府
は
、
こ
う
し
た
動
き
を
、
た
だ
手
を
つ
か
ね
て
見
過
し
て
き
た
わ
け
で

は
な
い
。
豪
勢
、
そ
の
統
制
は
、
全
国
麦
況
着
と
し
て
の
見
地
か
ら
か
、
隔
地

間
流
通
機
構
の
維
持
に
の
み
向
け
ら
れ
、
農
民
が
わ
の
前
記
の
よ
う
な
動
き
は
、

た
だ
こ
れ
を
お
か
す
場
合
に
の
み
問
題
と
せ
ら
れ
て
き
た
の
で
あ
っ
た
が
、
や
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が
て
、
局
地
的
市
場
の
展
醐
が
全
統
制
機
構
を
脅
か
す
に
お
よ
ん
で
、
直
接
、

農
村
内
部
に
お
け
る
商
昂
流
通
を
規
制
す
る
態
度
を
明
ら
か
に
し
は
じ
め
る
。

こ
れ
に
た
い
し
、
流
通
の
禽
由
を
要
求
す
る
国
訴
が
、
統
制
の
一
階
梯
ご
と
に

そ
の
規
模
を
広
げ
、
要
求
の
内
容
を
高
め
て
た
た
か
わ
れ
、
纂
府
の
意
図
し
た
封

建
的
流
通
機
構
の
殆
ど
全
面
的
な
後
退
の
も
と
に
、
明
治
維
新
が
迎
え
ら
れ
た
。

　
も
っ
と
も
統
制
の
さ
び
し
が
っ
た
菜
種
に
つ
い
て
そ
の
経
過
を
み
れ
ば
、
十

八
世
紀
に
成
立
し
た
西
摂
提
村
加
工
業
地
帯
（
灘
霞
）
の
絞
油
業
は
、
隔
地
間

流
通
に
お
い
て
大
坂
と
対
立
す
る
地
位
に
立
つ
た
が
、
幕
府
は
、
寛
保
三
（
一

七
閥
三
）
年
、
は
じ
め
て
そ
の
統
制
を
大
坂
三
郷
以
外
、
す
な
わ
ち
酉
島
に
お

よ
ぼ
し
は
じ
め
る
。
西
摂
絞
油
業
の
大
坂
へ
の
従
属
が
こ
れ
に
よ
っ
て
実
現
す

る
と
、
や
が
て
、
農
民
に
加
え
ら
れ
た
最
初
の
流
通
統
制
が
や
っ
て
く
る
。
生

産
さ
れ
た
種
物
の
灘
目
で
の
売
払
い
が
禁
じ
ら
れ
（
大
坂
へ
の
集
申
）
、
さ
ら
に
、

そ
れ
が
諸
国
へ
拡
大
適
m
用
さ
れ
る
。
禁
令
の
実
施
と
と
も
に
反
対
運
動
へ
の
対

処
と
し
て
、
摂
河
泉
在
々
絞
濾
屡
の
株
仲
問
へ
の
組
込
み
が
承
認
さ
れ
た
。

　
寛
政
年
間
（
噛
七
九
〇
年
代
）
に
入
る
と
、
い
ま
ま
で
遠
隔
地
取
引
に
の
み

そ
そ
が
れ
て
い
た
幕
府
の
眼
が
、
農
民
に
直
結
す
る
局
地
内
流
通
に
向
け
ら
れ
、

日
用
品
の
小
売
に
つ
い
て
、
大
坂
鴻
仲
買
を
経
曲
す
べ
き
こ
と
を
令
す
る
に
い

た
る
。
こ
の
こ
ろ
、
強
化
さ
れ
た
株
仲
闘
の
独
占
権
は
著
し
く
強
ま
っ
た
が
、

そ
の
悪
用
は
、
農
民
に
と
っ
て
売
種
物
の
価
格
は
低
く
、
買
油
は
高
い
と
い
う

状
態
を
も
た
ら
し
、
そ
の
た
め
、
こ
の
時
点
を
期
と
し
、
大
坂
お
よ
び
西
餌
壷

を
ふ
く
む
株
紳
問
全
体
と
機
民
と
の
間
の
対
抗
矛
盾
が
激
化
し
、
国
訴
の
範
囲

も
、
か
つ
て
の
加
工
業
地
帯
周
辺
か
ら
、
　
一
挙
に
摂
河
一
帯
に
拡
大
す
る
。
し

か
し
、
文
政
期
（
一
八
二
〇
年
代
）
の
こ
の
昂
揚
に
た
い
し
、
幕
府
は
「
定
法
」

を
殆
ど
一
歩
も
退
か
な
か
っ
た
（
こ
の
辺
が
綿
の
国
訴
と
は
様
穰
を
異
に
す
る

点
だ
が
）
。

　
と
こ
ろ
が
、
燧
畏
に
と
っ
て
禽
利
な
こ
と
に
は
、
そ
の
こ
ろ
漸
く
畿
内
以
外

の
諸
国
か
ら
の
廻
着
種
物
、
出
癖
量
の
減
少
と
い
う
事
実
が
趨
り
、
こ
れ
が
大

坂
仲
間
の
特
権
を
弱
め
る
と
と
も
に
、
そ
れ
と
畿
内
在
々
絞
油
業
（
仲
間
）
と
の

矛
腰
を
深
め
、
両
者
の
対
立
が
、
農
民
の
国
訴
闘
争
に
よ
っ
て
は
果
さ
れ
な
か

っ
た
在
方
で
の
油
小
売
を
、
在
々
絞
油
屋
勢
力
の
手
で
実
現
し
て
し
ま
っ
た
の

で
あ
る
。
こ
の
対
立
は
、
幕
吏
を
し
て
、
諸
矛
盾
の
根
源
は
株
仲
間
の
取
引
機

構
に
あ
り
と
の
認
識
を
さ
え
起
さ
し
め
、
大
坂
株
仲
間
の
独
占
を
緩
急
す
る
方

向
で
解
決
さ
れ
た
。
そ
の
結
果
、
摂
河
在
々
の
絞
油
屋
は
江
戸
直
積
で
大
坂
と

競
合
す
る
立
場
に
も
立
つ
た
の
で
あ
る
が
、
彼
ら
を
主
に
と
ら
え
た
の
は
、
運

賃
・
雑
費
が
省
け
て
利
益
の
多
い
直
小
売
と
他
国
売
で
あ
っ
た
。

　
三
顧
絞
油
業
が
趨
小
売
に
主
要
な
足
を
お
ろ
し
て
き
た
こ
と
は
、
局
地
内
の

農
蔑
的
流
通
を
急
速
に
強
め
る
こ
と
に
な
り
、
ひ
い
て
は
、
逆
説
的
に
も
、
彼

ら
の
独
占
権
を
事
実
上
破
る
無
株
の
在
郷
商
人
の
活
羅
を
う
な
が
す
こ
と
に
な

っ
た
。
そ
こ
で
起
き
た
騒
訴
は
、
古
株
絞
油
屋
そ
の
も
の
の
禁
止
を
要
求
し
た
。

天
保
の
株
仲
間
解
散
か
ら
嘉
永
の
再
興
に
い
た
る
過
程
は
、
こ
れ
ら
無
上
の
絞

油
業
奢
を
ふ
た
た
び
特
権
的
流
通
機
構
へ
組
み
入
れ
た
の
で
あ
っ
た
が
、
こ
の

規
制
の
強
化
に
た
い
し
て
こ
た
え
た
の
が
、
慶
応
元
年
の
国
訴
で
あ
っ
た
。
訴

状
は
、
町
・
在
の
絞
油
屋
魯
悶
に
代
っ
て
、
摂
河
農
民
が
、
油
の
遠
隔
地
流
通

と
局
地
内
流
通
を
と
も
に
管
理
掌
握
せ
ん
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
統
制
の
厳
重

だ
つ
た
濾
に
つ
い
て
さ
え
、
農
民
的
流
通
が
領
主
的
商
繍
流
通
機
構
を
圧
倒
し

よ
う
と
し
て
い
た
。

　
笙
四
期
は
、
こ
の
よ
う
な
全
国
市
場
を
対
象
と
す
る
露
量
陥
の
局
地
市
場
0

成
立
を
う
け
て
、
畿
内
地
域
内
部
で
の
諸
商
品
作
物
聞
の
競
合
が
お
こ
な
わ
れ
、
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と
く
に
米
の
商
事
化
の
有
利
性
の
進
展
や
、
大
坂
周
辺
の
疏
菜
栽
培
地
帯
の
形

成
な
ど
の
条
件
が
こ
れ
に
影
響
し
、
さ
ら
に
ま
た
、
畿
内
以
外
の
地
方
で
の
商

繍
生
産
と
社
会
的
分
業
の
発
展
に
よ
る
こ
れ
と
の
競
含
、
開
港
に
と
も
な
う
輸

入
農
産
物
と
の
競
合
等
々
、
新
し
い
環
境
の
も
と
で
、
摂
河
地
方
の
農
産
・
加

工
業
の
先
進
性
・
優
位
性
・
有
利
性
が
失
な
わ
れ
、
そ
の
商
晶
生
産
に
停
滞
な

い
し
衰
退
を
も
た
ら
す
。
明
治
二
十
年
代
（
一
九
世
紀
末
）
に
は
、
こ
の
地
方

で
の
近
世
以
来
の
地
域
的
特
徴
は
、
し
だ
い
に
露
な
わ
れ
、
分
業
の
様
相
も
一

変
す
る
。
十
年
代
後
半
か
ら
の
政
策
的
圧
力
も
加
わ
っ
て
、
在
郷
商
人
は
中
・

購
農
層
の
分
解
と
と
も
に
衰
退
し
、
幕
末
期
の
農
民
的
流
通
機
構
は
、
地
主
制

の
発
展
に
従
っ
て
地
主
米
流
通
機
構
に
変
貌
し
て
い
っ
た
。

気

　
通
読
し
て
気
づ
く
の
は
、
著
春
が
畿
内
の
局
地
的
市
場
形
成
過
程
を
分
析
す

る
に
さ
い
し
、
二
つ
の
方
法
的
視
点
を
お
い
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

　
そ
の
一
つ
は
、
丈
中
し
ば
し
ば
用
い
ら
れ
る
「
競
合
」
な
い
し
門
競
争
扁
と

い
う
需
葉
が
し
め
し
て
い
る
よ
う
な
、
価
値
法
則
貫
徹
過
程
と
し
て
の
分
業
閥

の
拡
大
と
い
う
観
点
の
導
入
で
あ
り
、
二
つ
は
、
こ
れ
に
よ
っ
て
そ
れ
ら
一
切

の
過
程
を
つ
ね
に
直
接
生
産
者
農
民
と
の
関
連
の
も
と
に
捉
え
て
行
く
と
い
う

方
法
で
あ
る
。

　
い
う
ま
で
も
な
く
、
競
争
は
商
陥
流
通
の
お
こ
な
わ
れ
る
と
こ
ろ
常
に
存
在

す
る
が
、
問
題
は
、
そ
れ
が
い
か
な
る
範
闘
で
、
或
い
は
い
か
な
る
社
会
約
な

深
さ
で
お
こ
な
わ
れ
る
か
に
よ
っ
て
、
そ
の
歴
史
約
挫
格
が
異
な
っ
て
く
る
と

こ
ろ
に
あ
る
。
隔
地
間
流
通
に
あ
っ
て
も
競
争
は
存
在
し
、
陶
汰
が
進
行
し
、

そ
の
諾
節
点
で
平
均
価
格
の
成
立
が
み
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
れ
ら

は
、
大
多
数
の
直
接
生
産
者
と
は
隔
絶
し
た
と
こ
ろ
で
、
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
。

　
．
著
者
は
、
こ
の
点
を
歴
史
具
体
的
に
、
在
郷
町
相
互
間
の
競
禽
、
在
郷
町
と

農
村
加
工
業
地
欝
と
大
坂
と
の
競
合
、
そ
れ
ら
全
部
と
農
村
と
の
競
合
と
い
う

三
段
階
に
捲
心
し
、
し
か
も
、
隔
地
間
流
通
と
局
地
内
流
通
の
二
本
の
軸
を
澱

ぎ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
段
階
に
お
け
二
つ
の
流
通
の
存
在
形
態
を
丹
念
に
追
及
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
各
段
階
の
歴
史
的
発
遠
の
あ
と
を
意
義
づ
け
る
こ
と
に
成
功

し
た
。
難
解
な
農
民
層
の
性
格
規
定
論
争
を
避
け
て
、
平
易
な
、
し
か
し
、
基

本
酌
な
や
り
方
で
、
分
業
関
係
の
拡
大
さ
れ
て
い
く
様
子
を
、
直
接
生
産
春
農

民
と
の
関
係
に
視
点
を
す
え
て
追
及
し
切
っ
た
と
い
・
）
こ
と
は
、
商
融
流
通
の

分
析
に
ふ
さ
わ
し
い
も
の
で
あ
っ
た
と
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。

　
こ
の
視
点
こ
そ
、
著
者
の
在
郷
商
人
論
を
、
　
「
上
昇
転
化
」
の
無
隈
の
く
り

返
し
か
ら
救
い
出
七
た
原
因
で
あ
る
。
饗
村
加
工
業
地
帯
の
商
人
が
株
仲
間
に

く
み
こ
ま
れ
た
と
き
、
農
村
の
無
爵
商
人
が
特
権
的
機
構
に
吸
収
さ
れ
た
と
き
、

そ
こ
に
挫
折
を
見
、
そ
れ
ら
商
人
の
古
さ
を
指
摘
す
る
に
終
る
か
、
そ
れ
と
も
、

著
春
の
よ
う
に
、
浮
し
い
矛
盾
の
醸
成
と
、
直
接
生
産
者
出
頭
の
よ
り
広
汎
な

結
集
条
件
の
成
熟
を
見
禺
す
か
。

　
著
者
は
、
山
崎
隆
三
属
に
よ
り
つ
つ
、
在
郷
商
人
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に

の
べ
る
。
　
「
在
郷
商
人
の
に
な
い
う
る
課
題
は
、
特
権
的
流
通
機
構
と
局
地
内

で
対
立
し
、
そ
れ
と
買
い
合
う
こ
と
に
よ
っ
て
特
権
．
機
構
を
弱
め
つ
つ
、
い
わ

ば
農
民
と
密
着
す
る
榔
分
で
の
流
通
に
お
い
て
農
民
の
融
由
を
囲
復
す
る
こ
と

に
あ
る
。
そ
し
て
在
郷
商
人
は
そ
の
使
命
を
い
ち
お
う
果
た
し
た
と
い
え
る
の

で
あ
る
。
在
郷
商
人
台
頭
の
意
義
を
考
え
る
に
さ
い
し
、
か
れ
ら
が
隔
地
間
流

通
で
都
市
商
人
を
し
の
ぎ
え
た
か
ど
う
か
を
判
断
の
墓
準
に
す
る
こ
と
は
、
あ

ま
り
に
も
飛
躍
に
す
ぎ
る
論
と
い
わ
ざ
る
を
え
ま
い
』
。
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た
し
か
に
、
そ
の
通
り
で
あ
る
．
w

　
こ
の
「
農
民
と
密
着
す
る
部
分
に
お
い
て
」
云
々
と
い
5
言
葉
を
念
頭
に
お

い
て
、
先
に
奈
良
本
氏
が
｝
、
生
産
．
毒
へ
の
近
さ
」
　
「
生
産
者
へ
の
論
詰
的
な
結

び
つ
き
㎏
に
在
郷
商
人
の
特
権
商
人
に
対
す
る
勝
利
の
条
件
を
と
ら
え
て
い
た

こ
と
を
想
い
お
こ
し
て
頂
き
た
い
。
生
産
と
消
費
が
身
分
的
・
階
級
的
に
分
裂

し
た
社
会
で
は
、
　
「
生
産
者
と
の
直
接
的
結
余
」
と
い
う
単
純
な
規
定
が
、
い

か
な
る
研
究
段
階
に
あ
っ
て
も
、
そ
の
正
当
性
を
わ
れ
わ
れ
に
主
張
す
る
も
の

で
あ
る
こ
と
を
、
本
書
は
実
証
し
た
の
で
あ
る
。
変
革
の
歴
史
的
主
体
と
し
て

の
在
郷
商
人
は
蘇
生
し
た
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

山ノ、

　
し
か
し
、
問
題
は
な
お
残
る
。
そ
れ
は
、
す
で
に
提
出
さ
れ
て
い
る
問
題
な

の
だ
が
、
か
く
発
達
し
て
き
た
農
民
的
虚
誕
流
通
が
、
十
九
世
紀
に
入
っ
て
、

地
主
米
流
通
機
構
に
転
身
し
て
ゆ
く
の
は
な
ぜ
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
、
著
者

の
説
明
は
必
ず
し
も
親
切
で
は
な
い
。
著
者
に
よ
れ
ば
、
そ
れ
は
畿
内
以
外
の

地
方
の
商
港
流
通
の
展
蹄
や
、
縫
際
的
契
機
の
導
入
や
、
政
府
の
デ
フ
レ
政
策

と
い
っ
た
、
外
的
な
諸
熊
襲
に
帰
せ
ら
れ
る
面
が
つ
よ
い
。
そ
し
て
、
畿
内
内

蔀
の
問
題
と
し
て
は
、
諸
商
品
作
物
相
互
閲
の
競
争
と
い
う
視
点
が
お
か
れ
て

い
る
に
す
ぎ
な
い
。
そ
の
こ
と
は
．
。
局
地
的
斎
場
の
形
成
を
追
及
し
て
き
た
本

謬
の
立
場
か
ら
す
れ
ば
、
当
然
の
な
り
ゆ
き
で
は
あ
る
が
、
も
う
一
歩
突
込
め

ば
、
形
成
さ
れ
て
く
る
局
地
約
市
場
膚
体
の
特
殊
性
、
い
わ
ば
そ
の
内
部
に
お

け
る
一
一
重
構
造
的
な
性
格
が
摘
出
さ
れ
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

　
寄
接
生
産
者
農
民
に
焦
点
を
合
わ
せ
る
方
向
を
あ
く
ま
で
つ
ら
ぬ
い
て
い
く

と
、
直
接
生
産
老
欝
体
の
二
重
性
と
も
い
う
べ
き
あ
り
方
が
浮
び
上
っ
て
く
る
。

そ
の
こ
と
を
鵡
的
に
添
す
の
は
、
あ
の
大
き
な
拡
が
り
と
、
著
者
の
い
う
よ
う

な
革
命
的
性
格
を
も
つ
た
国
訴
の
展
開
に
、
あ
た
か
も
時
を
同
じ
く
し
て
出
現

す
る
、
こ
の
地
方
に
豊
強
な
、
村
方
単
位
の
小
作
騒
動
と
、
村
役
人
リ
コ
ー
ル
運

動
の
一
般
的
存
在
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
時
に
は
、
村
内
で
は
地
虫
で
あ
っ
た
上
層

在
郷
商
人
の
地
位
を
脅
か
し
、
時
に
は
、
下
暦
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
な
背
照
に
、
彼

ら
を
し
て
既
成
の
行
政
組
織
に
と
っ
て
代
ろ
う
と
す
る
野
心
を
実
現
せ
し
め
た
。

　
農
民
闘
争
に
お
け
る
国
訴
と
こ
れ
ら
村
方
闘
争
と
の
有
機
的
な
掘
握
に
成
功

す
る
な
ら
ば
、
恐
ら
く
局
地
的
市
場
の
形
成
の
特
殊
な
あ
り
方
も
解
現
し
う
る

の
で
は
な
い
か
と
恩
う
。
本
書
の
叙
述
が
、
十
九
世
紀
に
入
る
や
そ
の
精
彩
を

失
な
う
欠
陥
は
、
多
分
に
右
の
方
法
上
の
問
題
に
帰
せ
ら
れ
る
か
と
思
わ
れ
る

の
で
あ
る
。

　
著
者
は
、
在
郷
商
人
を
語
る
と
き
、
か
な
り
微
妙
な
い
い
ま
わ
し
を
用
い
、

慎
重
に
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
と
い
う
雷
葉
を
避
け
て
い
る
が
、
述
べ
ら
れ
て
い
る
内

容
は
、
先
の
簡
単
な
紹
介
に
よ
っ
て
も
わ
か
る
よ
う
に
、
こ
れ
以
外
に
ブ
ル
ジ

翼
ア
的
と
い
う
こ
と
が
使
わ
れ
な
い
な
ら
ど
こ
で
使
う
べ
ぎ
か
当
惑
す
る
ほ
ど
、

ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
発
展
の
体
規
者
そ
の
も
の
で
あ
る
。
も
し
、
こ
う
し
た
断
定
が

正
し
い
と
す
れ
ば
、
こ
れ
ほ
ど
局
地
内
の
流
通
機
構
が
整
備
し
た
地
域
は
他
に

多
く
あ
る
ま
い
か
ら
、
在
郷
商
人
ー
ー
ブ
ル
ジ
ヌ
ア
約
商
人
は
、
幕
末
の
畿
内
に

し
か
存
在
し
な
か
っ
た
こ
と
に
な
り
、
そ
の
畿
内
に
お
い
て
す
ら
、
前
述
の
ご

と
く
、
地
主
米
流
通
機
構
へ
の
転
化
が
み
ら
れ
る
こ
と
を
思
え
ば
、
い
っ
た
い

在
郷
商
人
は
ど
こ
に
居
る
の
だ
、
と
い
う
こ
と
に
も
な
り
か
ね
な
い
。
逆
に
、

も
し
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
と
い
え
な
い
の
な
ら
、
著
者
の
よ
う
に
、
余
り
に
も
潔
癖

に
、
か
つ
形
式
的
に
、
在
郷
陶
の
商
人
や
農
村
傭
工
業
地
帯
の
商
人
を
撰
除
し
、

区
鋼
し
て
ゆ
く
よ
う
な
こ
と
は
、
ど
れ
ほ
ど
の
意
味
を
も
つ
て
く
る
だ
ろ
う
か
。
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終
に
は
、
玉
ね
ぎ
の
皮
を
む
く
よ
う
に
、
最
後
に
繍
て
き
た
在
郷
商
人
す
ら
無

く
な
っ
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
に
な
ら
な
い
か
。

七

　
私
は
、
在
郷
町
の
商
人
や
加
工
業
地
帯
の
商
人
を
直
ち
に
復
権
せ
よ
と
い
っ

て
い
る
の
で
は
な
い
。
ま
た
、
在
郷
商
人
を
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
商
人
と
断
定
し
、

か
っ
こ
れ
に
限
定
せ
よ
と
い
っ
て
い
る
の
で
も
な
い
。
そ
の
こ
と
を
決
定
す
る

た
め
に
は
、
先
に
の
べ
た
局
地
的
衛
場
の
構
造
的
特
殊
性
が
問
わ
れ
ね
ば
な
ら

な
い
と
主
張
し
て
い
る
の
で
あ
る
．

　
著
者
が
「
近
世
の
商
品
流
通
」
を
、
価
値
法
期
が
し
だ
い
に
貫
徹
し
て
い
く

過
程
と
し
て
描
い
た
こ
と
は
、
そ
の
終
極
に
お
い
て
形
成
さ
れ
る
局
地
的
市
場

を
、
論
理
必
然
的
に
ブ
ル
ジ
湿
ア
的
性
質
の
も
の
と
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。

し
か
し
、
在
地
に
示
さ
れ
た
事
実
は
、
そ
れ
ほ
ど
単
純
な
も
の
で
は
な
い
。
そ

こ
に
、
裏
罫
を
し
て
微
妙
な
い
い
ま
わ
し
を
と
ら
せ
る
理
由
が
あ
る
の
だ
が
、

こ
の
こ
と
は
、
著
者
の
も
ち
い
た
方
法
が
、
築
実
の
連
関
を
有
効
に
と
ら
え
て

い
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

　
「
農
民
と
襟
着
す
る
都
分
で
の
流
通
に
お
い
て
農
民
の
慮
由
を
圃
復
す
る
」

と
い
う
在
郷
商
入
観
は
、
そ
の
「
農
毘
し
が
い
か
な
る
農
民
か
と
い
う
課
題
を
ぬ

き
に
し
て
あ
り
え
な
い
。
そ
こ
で
の
問
題
は
、
　
「
宿
業
」
が
あ
る
か
な
い
か
で

は
な
く
、
ど
の
よ
う
な
「
自
慮
」
を
与
え
ら
れ
て
お
り
、
ど
の
よ
う
な
「
自
由
」

を
回
復
し
た
か
、
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
ば
あ
い
、
そ
う
し
た
封
建
的

「
襲
畏
」
を
規
定
す
る
商
品
流
遜
史
上
の
概
念
と
し
て
は
隔
地
問
流
通
が
あ
り
、

し
た
が
っ
て
、
そ
れ
の
各
段
階
に
お
け
る
あ
り
方
を
追
及
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

か
な
り
そ
の
層
的
を
達
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
幕
藩
制
構
造
論
へ
の
近
世
後
期
か
ら
の
独
自
な
ア
プ
ロ
ー
チ
の
道
が
、
そ
こ

に
瀾
け
て
く
る
よ
う
に
思
う
。

　
「
生
産
者
農
民
と
の
直
接
的
結
合
」
と
い
う
視
点
だ
け
を
す
え
て
も
、
多
く

の
興
味
あ
る
論
点
が
発
見
さ
れ
る
。
た
と
え
ば
、
十
七
批
紀
の
商
命
流
通
に
つ

い
て
の
記
述
は
、
な
お
十
分
に
整
っ
て
い
る
と
は
い
え
な
い
が
、
そ
れ
は
、
こ

の
あ
た
り
を
研
究
し
て
い
る
評
者
ら
弐
心
の
怠
慢
を
棚
に
上
げ
れ
ば
、
先
に
紹

介
し
た
よ
う
な
筆
工
期
の
事
実
が
、
慕
藩
王
の
成
立
を
は
さ
む
前
後
の
い
ず
れ

の
時
代
に
も
あ
て
は
ま
る
と
こ
ろ
に
示
さ
れ
て
い
る
．
だ
が
、
か
つ
て
部
分
的

に
は
評
者
も
述
べ
た
よ
う
に
　
（
「
初
期
幕
領
の
貢
租
」
読
史
会
創
立
五
十
年
記

念
濁
史
論
集
　
二
）
、
　
畿
内
の
流
通
組
織
が
幕
藩
論
の
成
立
と
と
も
に
改
編
さ

れ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
は
、
綱
か
に
み
れ
ば
、
在
郷
町
と
直

接
生
産
岩
の
関
係
に
複
雑
な
影
響
を
与
え
た
筈
で
あ
る
。
大
坂
と
在
郷
町
の
関

係
も
、
前
者
の
大
名
領
濁
経
済
と
の
単
管
な
結
合
を
思
え
ば
、
十
八
斗
組
を
待

た
ず
と
も
、
単
に
同
次
元
で
の
競
含
と
し
て
の
み
と
ら
え
え
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
著
者
が
隔
地
聞
流
逓
と
し
て
抱
堕
し
た
も
の
の
さ
ま
ざ
ま
な
変
化
が
、
局
地

内
の
農
民
と
の
聞
の
流
逢
関
係
に
お
よ
ぼ
す
多
様
で
こ
み
入
っ
た
影
響
を
、
そ

の
影
響
を
受
け
る
が
わ
の
立
場
か
ら
明
ら
か
に
す
る
必
要
が
あ
る
、
と
く
に
、

著
者
の
い
う
よ
う
に
、
幕
府
の
関
心
と
慧
志
が
隔
地
間
流
通
の
操
作
に
強
く
向

け
ら
れ
て
い
た
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
に
よ
っ
て
聞
接
的
に
幕
藩
制
的
な
規
定

を
受
け
る
直
接
生
産
表
の
請
側
颪
は
、
局
地
内
流
通
の
成
立
の
仕
方
に
、
そ
の

歴
史
的
性
格
に
、
重
要
な
刻
団
を
き
ざ
み
こ
ん
だ
筈
で
あ
る
。

　
著
春
に
よ
っ
て
、
新
陵
雲
と
し
て
打
ち
繊
さ
れ
た
農
村
加
工
業
地
帯
の
形
成

は
、
第
一
期
か
ら
第
三
期
へ
の
、
す
な
わ
ち
農
民
的
腎
管
流
通
の
発
展
と
在
郷

商
人
登
場
の
、
必
要
不
可
欠
な
契
機
と
し
て
存
在
し
た
。
し
か
る
に
、
ま
さ
に
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こ
の
加
工
業
地
帯
た
る
灘
目
絞
濾
業
の
成
立
こ
そ
、
瀬
戸
内
海
を
東
上
し
て
く

る
西
国
種
物
の
大
燈
約
存
在
を
前
提
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

　
ま
た
、
幕
府
に
よ
る
天
保
の
仕
法
改
正
を
も
た
ら
し
、
大
坂
株
仲
間
の
独
占

を
大
き
く
後
退
さ
せ
、
局
地
内
に
お
け
る
無
株
商
人
の
活
動
を
促
す
こ
と
に
な

っ
た
、
三
河
在
々
絞
油
業
と
大
坂
三
三
閥
と
の
対
立
は
、
逆
に
、
諸
岡
か
ら
の

廻
着
種
物
・
出
油
の
減
少
に
原
因
し
て
い
た
。

　
塞
書
が
明
ら
か
に
し
た
こ
れ
ら
の
菓
実
は
、
畿
内
の
局
地
的
分
業
圏
発
展
の

主
な
諸
画
期
に
、
殆
ど
つ
ね
に
、
畿
内
以
外
の
地
域
か
ら
す
る
外
部
的
な
隔
地

問
流
通
に
属
す
る
諸
要
因
が
、
重
要
な
は
た
ら
ぎ
を
な
し
て
い
た
こ
と
を
示
し

て
い
る
。

　
隔
地
間
流
通
と
局
地
内
流
通
と
の
南
機
的
統
一
的
な
把
握
ば
、
こ
れ
ら
の
事

実
そ
れ
自
体
が
わ
れ
わ
れ
に
要
零
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
畿
内
に
．
と
っ
て

外
か
ら
働
く
隔
地
問
流
通
構
造
の
変
動
に
は
、
幕
藩
制
朗
規
制
に
よ
る
ば
あ
い

も
、
そ
れ
を
解
体
す
る
動
き
に
よ
る
ば
あ
い
も
存
在
す
る
で
あ
ろ
う
。
何
が
幕

藩
制
的
で
あ
り
、
何
が
そ
う
で
な
い
か
は
、
こ
れ
ら
外
部
的
要
因
を
、
そ
の
発

生
地
に
お
い
て
考
察
す
る
こ
と
も
、
も
ち
ろ
ん
必
要
で
あ
る
が
（
そ
の
た
め
に

研
究
の
協
力
体
制
が
い
る
）
、
畿
内
内
部
に
お
い
て
、
そ
の
変
動
が
彊
接
生
産

者
の
生
薩
と
流
通
の
構
造
に
お
よ
ぼ
す
ひ
ず
み
を
歴
史
的
に
追
及
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
幕
末
期
の
畿
内
に
形
成
さ
れ
た
局
地
的
市
場
隅
の
構
造
的
特
殊
性
を

明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
、
ひ
い
て
は
社
会
構
造
と
し
て
の
幕
藩
側
の
特
質

を
も
究
明
し
う
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
在
郷
商
人
論
は
、
そ
の
と
き
、
も
5
一
度
書
き
磁
さ
れ
る
だ
ろ
う
ゆ
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