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一　
『
米
歐
回
覧
實
記
』
の
榮
光

　

岩
倉
使
節
團
の
日
本
文
明
史
上
に
于
け
る
功
績
と
そ
の
意
義
に
つ

い
て
は
既
に
十
分
の
檢
証
と
研
究
（
1
（

が
爲
さ
れ
て
ゐ
て
、
今
で
は
そ
こ

に
新
た
に
付
加
へ
る
べ
き
知
見
も
解
釋
も
、
殆
ど
出
盡
し
て
し
ま
つ

て
ゐ
る
と
言
つ
て
よ
い
だ
ら
う
。
本
稿
の
試
み
も
學
界
へ
の
新
た
な

寄
與
を
自
負
す
る
如
き
も
の
で
は
な
く
、
謂
ふ
所
の
落
穂
拾
ひ
の
類

に
過
ぎ
な
い
こ
と
は
筆
者
が
よ
く
心
得
て
ゐ
る
つ
も
り
で
あ
る
。

　

岩
倉
使
節
團
の
事
蹟
を
考
察
す
る
た
め
の
最
髙
の
で
あ
る
と
同
時

に
一
般
讀
書
人
が
専
ら
依
據
す
べ
き
點
で
唯
一
の
と
言
つ
て
も
よ
い

文
獻
は
、
是
も
言
ふ
ま
で
も
な
い
事
な
が
ら
、
久
米
邦
武
編
『
特
命

全
權
大
使
米
歐
回
覧
實
記
』（
明
治
十
一
年
十
月
太
政
官
記
録
掛
刋
行
）

で
あ
り
、
此
書
は
現
在
岩
波
文
庫
（
2
（

（
全
五
冊
、
昭
和
五
十
二
年
―
五
十

七
年
）
に
收
め
ら
れ
、
頻
り
に
増
刷
を
重
ね
、
入
手
は
容
易
で
あ
る
。

こ
の
文
庫
本
に
は
田
中
彰
氏
に
よ
る
詳
細
な
校
註
・
事
項
註
・
解
題

が
付
せ
ら
れ
て
を
り
、
右
に
言
ふ
最
髙
文
獻
な
る
所
以
、
唯
一
と
呼

ん
で
は
言
ひ
過
ぎ
の
恐
れ
は
あ
る
（
3
（

が
當
面
そ
の
様
に
扱
ひ
た
く
な
る

理
由
に
つ
い
て
も
週
到
な
解
說
が
あ
る
。
本
稿
も
こ
の
文
庫
版
に
依

據
し
て
ゐ
る
以
上
、
田
中
氏
が
述
べ
て
を
ら
れ
る
こ
の
文
獻
の
成
立

に
關
は
る
な
か
〳
〵
に
複
雜
な
經
緯
と
史
料
と
し
て
の
性
格
付
け
に

つ
い
て
は
該
文
庫
版
に
于
い
て
說
明
濟
（
4
（

と
の
前
提
を
置
い
て
取
掛
る

こ
と
と
す
る
。

　

昭
和
三
十
年
代
と
い
へ
ば
既
に
半
世
紀
の
昔
の
こ
と
に
な
り
、
そ

の
時
間
的
距
り
を
思
ふ
だ
け
で
も
い
さ
さ
か
の
感
慨
に
驅
ら
れ
る
の

だ
が
、
停
戰
直
後
か
ら
七
年
近
く
續
い
て
ゐ
た
占
領
行
政
に
よ
る
自

由
の
束
縛
（
發
賣
禁
止
措
置
を
伴
ふ
出
版
物
の
檢
閲
）
か
ら
解
放
さ
れ

て
數
年
を
經
た
頃
で
あ
る
か
ら
、
日
本
の
學
界
も
各
領
域
に
亙
つ
て

戰
中
戰
後
の
疲
勞
か
ら
立
ち
直
り
、
何
や
ら
明
る
さ
と
活
氣
を
取
り

戻
し
つ
つ
あ
る
時
期
だ
つ
た
。
こ
の
時
、
こ
れ
は
ハ
ー
バ
ー
ト
・

ノ
ー
マ
ン
が
唆
か
し
、
そ
れ
を
受
け
て
學
界
で
勢
づ
い
て
き
た
左
翼
、
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乁
び
占
領
利
得
權
の
旨
味
に
群
が
る
戰
後
民
主
主
義
の
贊
美
者
逹
、

そ
れ
を
見
て
勝
ち
馬
に
賭
け
よ
う
と
て
蠢
動
を
始
め
た
驅
け
出
し
の

歴
史
學
者
・
社
會
科
學
者
逹
の
路
線
に
對
す
る
反
駁
と
し
て
、
と
い

つ
た
意
識
と
結
び
つ
い
て
ゐ
た
記
憶
が
あ
る
の
だ
が
、
近
代
史
を
視

る
に
當
つ
て
の
比
較
文
化
史
的
視
點
の
魅
力
が
一
部
の
研
究
者
逹
を

強
く
捉
へ
る
と
い
ふ
新
風
が
生
じ
た
。

　

比
較
文
化
史
的
視
點
と
は
何
か
。
そ
れ
を
簡
單
に
言
へ
ば
、
一
國

の
、
差
當
つ
て
は
我
が
日
本
國
の
歴
史
に
于
け
る
近
代
化
の
過
程
を

考
察
す
る
に
は
、
概
し
て
日
本
國
の
内
部
に
生
じ
た
諸
現
象
に
眼
を

註
ぐ
だ
け
で
は
、
そ
れ
が
ど
ん
な
に
細
心
精
緻
の
分
析
で
あ
ら
う
と

も
既
に
原
理
と
し
て
不
十
分
で
あ
る
。
そ
れ
は
、「
世
界
史
の
流
れ

の
中
で
の
日
本
」
と
い
ふ
廣
い
視
野
の
設
定
を
常
に
要
請
す
る
。
又

そ
の
「
比
較
」
と
い
ふ
の
は
狭
義
で
の
比
較
文
學
研
究
と
い
ふ
時
の

如
き
、
諸
國
民
の
文
學
活
動
に
關
は
る
諸
現
象
間
の
影
響
關
係
を
實

証
的
に
檢
証
す
る
と
い
ふ
意
味
で
は
必
ず
し
も
な
く
、
世
界
史
と
い

ふ
一
つ
の
共
通
尺
度
を
宛
行
つ
て
み
て
の
上
で
、
各
國
民
の
廣
範
圍

の
文
化
現
象
（
政
治
史
・
經
濟
史
に
限
定
せ
ぬ
と
い
ふ
意
味
合
ひ
が
濃
い
）

の
展
開
を
（
當
然
先
後
・
遅
速
の
等
差
は
認
め
る
に
し
て
も
）
竝
行
的
に

眺
め
て
み
よ
う
と
の
要
求
に
發
す
る
も
の
だ
つ
た
。
一
つ
の
共
通
尺

度
を
宛
行
ふ
と
い
つ
て
も
、
そ
れ
は
彼
我
の
歴
史
的
諸
現
象
の
評
價

に
際
し
て
共
通
の
「
普
遍
的
」
價
値
基
準
を
以
て
裁
斷
す
る
と
い
ふ

意
味
で
は
な
く
、
異
な
る
諸
文
明
の
夫
々
に
内
在
す
る
價
値
の
範
疇

を
そ
れ
と
し
て
承
認
し
た
上
で
の
相
互
の
比
較
考
量
に
よ
り
、
夫
々

の
文
明
の
個
性
や
そ
の
限
界
が
更
に
判
然
と
認
識
で
き
る
で
あ
ら
う
、

と
い
つ
た
一
種
の
作
業
假
設
と
し
て
の
方
法
論
な
の
だ
つ
た
。

　

こ
の
方
法
論
を
掲
げ
て
、
上
記
の
占
領
利
得
權
者
的
左
翼
の
歴
史

觀
と
對
決
す
る
形
で
幕
末
維
新
期
以
降
の
所
謂
文
明
開
化
の
歴
史
に

取
組
ん
だ
或
る
學
問
研
究
の
一
派
に
と
つ
て
、
岩
倉
使
節
團
の
事
蹟

は
ま
さ
に
打
つ
て
付
け
の
研
究
材
料
で
あ
り
、
そ
の
事
蹟
の
全
貌
を

隈
な
く
映
し
出
し
て
見
せ
て
ゐ
る
久
米
邦
武
編
の
『
特
命
全
權
大
使

米
歐
回
覧
實
記
』
は
最
髙
の
文
獻
、
お
そ
ら
く
は
そ
れ
自
體
を
以
て

第
一
次
史
料
と
見
做
し
、
扱
つ
て
然
る
べ
き
研
究
對
象
で
あ
つ
た
。

筆
者
も
初
心
の
一
員
と
し
て
そ
こ
に
加
つ
て
ゐ
た
上
記
の
比
較
文
化

と
い
ふ
方
法
に
依
據
し
て
作
業
を
進
め
て
ゐ
た
學
派
の
中
で
の
『
米

歐
回
覧
實
記
』
の
評
價
の
髙
さ
は
た
い
へ
ん
な
も
の
だ
つ
た
。
個
人

と
し
て
見
れ
ば
、
専
門
も
關
心
領
域
も
既
成
の
業
績
も
種
々
様
々
で
、

一
見
し
て
は
何
處
に
共
通
點
が
あ
る
の
か
分
ら
な
い
様
な
人
々
の
間

で
も
、『
米
歐
回
覧
實
記
』
に
捧
げ
る
稱
贊
と
評
價
の
髙
さ
と
い
ふ

一
點
だ
け
で
、
そ
れ
が
共
通
項
と
し
て
話
が
通
じ
た
。
そ
ん
な
印
象

す
ら
あ
つ
た
。

　

因
み
に
記
し
て
お
く
と
、
安
政
の
開
國
か
ら
維
新
の
文
明
開
化
期

に
か
け
て
の
國
の
動
き
を
、
當
時
筆
者
の
屬
し
て
ゐ
た
研
究
者
集
團

で
は
、
概
し
て
「
近
代
化
」
運
動
と
呼
ぶ
こ
と
が
多
か
つ
た
。
筆
者

は
こ
の
呼
名
に
對
し
て
多
分
に
疑
問
を
覺
え
な
が
ら
も
、
他
に
直
ち
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に
呼
び
替
へ
る
べ
き
名
も
思
ひ
浮
か
ば
な
い
故
に
自
分
で
も
結
局

「
近
代
化
」
の
名
を
使
用
し
て
ゐ
た
。
然
し
こ
の
名
は
日
本
の
近
代

が
開
國
維
新
期
に
始
ま
つ
た
運
動
で
あ
る
か
の
様
な
、
從
つ
て
そ
れ

以
前
の
江
戶
時
代
後
期
す
ら
が
「
近
代
以
前
」
で
あ
つ
た
か
の
如
き

誤
解
を
喚
び
起
す
恐
れ
が
あ
る
。
そ
れ
で
は
、
市
民
革
命
と
し
て
不

十
分
な
も
の
で
あ
つ
た
明
治
維
新
云
々
を
口
癖
と
す
る
左
翼
の
進
歩

主
義
一
派
の
謬
論
と
同
じ
穴
の
貉
と
な
つ
て
し
ま
ふ
恐
れ
が
あ
ら
う
。

現
象
と
し
て
は
日
本
文
明
の
廣
い
範
圍
に
亙
つ
て
生
じ
た
そ
の
性
格

の
西
歐
化
と
だ
け
呼
ん
で
お
け
ば
よ
い
く
ら
ゐ
な
の
だ
が
、
そ
れ
で

は
又
こ
の
國
民
運
動
の
性
格
の
外
か
ら
の
影
響
の
一
面
の
み
を
強
調

し
た
捉
へ
方
に
な
つ
て
し
ま
ふ
で
あ
ら
う
。

　

此
の
命
名
に
ま
つ
は
る
不
備
や
不
滿
は
、
一
つ
に
は
「
近
代
」
と

い
ふ
時
代
區
分
を
ど
う
解
釋
す
る
か
、
或
い
は
端
的
に
「
近
代
」
の

概
念
を
ど
う
捉
へ
る
か
に
も
よ
る
も
の
で
あ
る
。
更
に
は
「
近
代
」

か
ら
遡
つ
て
そ
れ
以
前
の
近
世
、
中
世
、
古
代
又
は
上
代
と
い
つ
た

從
來
通
用
の
時
代
區
分
を
ど
う
す
る
か
、
そ
の
ま
ま
で
も
よ
い
の
か

と
の
問
題
に
も
關
つ
て
く
る
。
現
時
點
で
の
筆
者
の
時
代
區
分
觀
は
、

國
史
に
于
い
て
は
上
代
と
近
代
と
の
二
分
法
で
宜
し
い
、
即
ち
鎌
倉

時
代
以
降
の
日
本
は
西
洋
の
文
藝
復
興
期
に
約
三
百
年
先
ん
じ
て
近

代
に
入
つ
た
の
で
あ
り
、
西
洋
史
の
枠
組
を
借
用
し
て
「
中
世
」
な

る
過
渡
期
を
設
定
す
る
必
要
は
な
い
、
と
の
判
然
し
た
判
斷
を
有
し

て
ゐ
る
。
だ
が
、
昭
和
三
十
年
代
の
「
近
代
化
」
運
動
研
究
の
盛
行

期
に
は
筆
者
の
見
は
ま
だ
そ
こ
ま
で
は
判
斷
が
定
ま
ら
ず
、
安
土
桃

山
時
代
以
降
を
近
代
と
見
る
、
と
い
ふ
様
な
と
こ
ろ
で
あ
つ
た
。
そ

れ
で
も
當
時
通
念
と
さ
れ
て
ゐ
た
、
開
國
維
新
時
代
の
動
向
を
指
し

て
近
代
化
と
呼
ぶ
と
い
ふ
風
潮
と
の
間
に
は
距
り
が
あ
つ
た
。

　

而
し
て
、
上
記
の
所
謂
日
本
近
代
化
運
動
の
研
究
が
進
展
し
、
成

果
も
次
々
と
公
表
さ
れ
て
ゆ
く
う
ち
に
、
筆
者
が
今
述
べ
た
様
な
疑

問
が
次
第
に
多
く
の
人
の
共
有
す
る
も
の
と
な
つ
て
行
つ
た
の
で
は

な
か
つ
た
か
と
の
感
想
が
生
ず
る
。
こ
れ
は
漠
然
た
る
印
象
に
基
い

て
の
觀
察
で
あ
つ
て
、
決
し
て
責
任
の
持
て
る
証
言
と
い
ふ
次
元
の

話
で
は
な
い
の
だ
が
、
ど
う
も
さ
う
し
た
印
象
が
濃
い
。
そ
し
て
そ

の
様
な
近
代
化
の
概
念
に
つ
い
て
の
疑
問
は
『
米
歐
回
覧
實
記
』
と

い
ふ
文
獻
の
解
讀
が
精
密
化
し
て
ゆ
く
に
つ
れ
、
そ
れ
に
伴
つ
て
多

く
の
人
の
腦
裡
に
浮
上
し
て
き
た
も
の
で
あ
る
。
ど
う
し
て
さ
う
い

ふ
こ
と
に
な
る
の
か
、
そ
の
構
造
は
本
稿
の
中
で
も
後
に
若
干
そ
れ

に
つ
い
て
語
る
で
あ
ら
う
が
、
豫
め
簡
單
に
言
つ
て
し
ま
へ
ば
、
岩

倉
使
節
團
巡
歴
當
時
の
歐
米
と
日
本
と
の
文
明
の
便
利
化
の
程
度
の

時
差
は
、
そ
れ
ほ
ど
大
き
な
も
の
で
は
な
い
、
ほ
ぼ
四
十
年
く
ら
ゐ

の
先
後
の
差
で
し
か
な
い
、
と
の
一
行
の
發
見
と
感
想
が
指
摘
で
き

る
。
そ
の
事
と
直
接
繫
る
か
ど
う
か
、
こ
れ
も
明
白
で
は
な
い
が
、

一
の
插
話
と
し
て
次
の
こ
と
に
ふ
れ
て
お
い
て
も
よ
い
か
と
思
ふ
。

　

上
記
の
「
近
代
化
」
過
程
の
研
究
の
盛
行
は
昭
和
三
十
年
代
の
こ

と
だ
つ
た
が
、
そ
の
さ
中
と
も
い
へ
る
昭
和
三
十
六
年
に
、
日
本
研
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究
の
學
者
と
し
て
令
名
髙
か
つ
た
エ
ド
ウ
ィ
ン
・
ラ
イ
シ
ャ
ワ
ー
氏

が
駐
日
ア
メ
リ
カ
合
衆
國
大
使
と
し
て
東
京
に
着
任
し
た
。
學
者
外

交
官
と
し
て
の
氏
の
來
日
は
當
然
日
本
の
學
界
・
論
壇
の
歡
迎
す
る

と
こ
ろ
で
あ
り
、
氏
も
日
本
人
學
者
に
伍
し
て
時
の
論
壇
に
積
極
的

に
發
言
を
開
始
し
、
そ
の
活
躍
ぶ
り
は
な
か
〳
〵
に
眼
覺
し
い
も
の

が
あ
つ
た
。
特
に
註
意
を
惹
い
た
の
は
、
昭
和
三
十
八
年
六
月
『
日

本
フ
ォ
ー
ラ
ム
』
に
載
つ
た
『
日
本
の
民
主
主
義
』
と
題
す
る
數
人

の
日
本
人
學
者
と
の
座
談
會
記
録
で
の
氏
の
發
言
だ
つ
た
（
（
（

。

　

ラ
イ
シ
ャ
ワ
ー
氏
に
よ
れ
ば
、

―
近
代
日
本
の
民
主
主
義
は
明

治
の
自
由
民
權
運
動
の
中
で
胚
胎
し
た
、
固
有
の
自
然
發
生
的
思
想

運
動
の
所
產
で
あ
り
、
明
治
憲
法
に
見
ら
れ
る
民
主
主
義
的
要
素
は

こ
の
思
想
運
動
に
由
來
す
る
日
本
國
民
の
正
統
的
な
精
神
的
逹
成
で

あ
る
。
そ
れ
は
ア
メ
リ
カ
を
含
む
西
歐
文
明
諸
國
の
價
値
觀
と
は
極

め
て
自
然
な
共
通
性
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
故
に
、
現
在
の
日
本
が

所
謂
西
側
の
民
主
主
義
文
明
諸
國
の
一
員
と
な
つ
て
ゐ
る
こ
と
も
亦

至
つ
て
自
然
の
な
り
ゆ
き
な
の
で
あ
る

―
。

　

こ
れ
は
左
翼
陣
營
の
振
り
回
す
明
治
維
新
の
革
命
未
然
論
、
乃
至

歐
米
か
ら
の
「
借
着
」
と
し
て
の
近
代
化
論
（
故
に
自
分
逹
の
主
張

す
る
社
會
主
義
革
命
の
路
線
に
添
つ
て
更
に
借
着
を
重
ね
さ
せ
よ
う

と
す
る
倒
錯
を
犯
す
も
の
な
の
で
あ
る
が
）
に
對
す
る
明
確
な
反
措

定
で
あ
つ
た
。

　

ラ
イ
シ
ャ
ワ
ー
氏
は
こ
の
見
解
を
學
者
と
し
て
の
良
心
に
則
つ
て

公
正
な
立
場
か
ら
述
べ
た
の
で
あ
つ
た
ら
う
が
、
何
分
ア
メ
リ
カ
合

衆
國
の
國
益
に
責
任
を
擔
ふ
外
交
官
と
し
て
の
立
場
が
衆
目
に
明
ら

か
な
る
こ
と
を
承
知
の
上
で
の
發
言
で
あ
つ
た
か
ら
、
こ
れ
は
昭
和

三
十
五
年
の
日
米
安
保
條
約
改
定
以
後
の
日
米
關
係
の
緊
密
化
を
踏

ま
へ
て
の
、
時
代
の
政
治
的
要
請
に
も
都
合
よ
く
對
應
す
る
も
の
の

様
に
見
え
た
。
そ
こ
で
左
翼
陣
營
か
ら
は
こ
れ
を
「
ラ
イ
シ
ャ
ワ
ー

攻
勢
（
（
（

」
な
ど
と
呼
ん
で
、
米
帝
國
主
義
が
反
安
保
騒
動
を
煽
つ
た
ソ

連
に
對
抗
し
て
日
本
を
西
側
陣
營
に
取
込
む
た
め
の
捲
返
し
で
あ
る

か
の
様
に
中
傷
す
る
罵
聲
も
賑
や
か
だ
つ
た
。

　
『
米
歐
回
覧
實
記
』
を
最
上
の
文
獻
と
し
て
「
近
代
化
」
過
程
の

比
較
文
化
史
的
研
究
に
從
事
し
て
き
た
者
の
眼
か
ら
見
れ
ば
、
ラ
イ

シ
ャ
ワ
ー
氏
の
史
觀
は
別
段
創
見
的
な
も
の
と
い
ふ
わ
け
で
は
な
か

つ
た
。
そ
の
史
觀
の
陰
に
政
治
的
・
外
交
的
下
心
が
隠
れ
て
ゐ
よ
う

と
ゐ
ま
い
と
そ
れ
は
忖
度
の
限
り
で
は
な
い
。
日
本
に
于
け
る
民
主

主
義
の
思
想
の
成
立
を
ど
う
見
る
か
と
い
ふ
點
で
自
由
民
權
運
動
の

重
視
に
は
や
ゝ
淺
見
の
不
滿
を
覺
え
る
も
の
の
、
そ
れ
は
日
本
の
學

界
の
研
究
成
果
の
部
分
的
反
映
と
し
て
致
し
方
な
く
、
全
體
と
し
て

ま
あ
穏
健
妥
當
な
も
の
と
稱
し
て
よ
か
つ
た
。
も
ち
ろ
ん
市
民
革
命

の
未
然
だ
の
偏
歪
な
ど
を
喚
き
立
て
る
左
翼
史
家
（
（
（

の
そ
れ
よ
り
は
は

る
か
に
よ
か
つ
た
。
そ
し
て
ラ
イ
シ
ャ
ワ
ー
氏
の
提
示
す
る
近
代
日

本
史
觀
に
（
そ
れ
を
攻
勢
だ
の
反
動
だ
の
と
い
つ
て
騒
ぎ
立
て
た
左
翼
の

恐
慌
ぶ
り
は
全
く
の
論
外
だ
が
）
接
し
て
、
そ
の
視
點
を
特
に
歡
迎
す
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る
で
も
な
く
、
貶
斥
す
る
で
も
な
く
、
至
つ
て
冷
静
に
對
處
し
て
論

じ
て
ゐ
た
若
手
の
研
究
者
逹
の
公
正
な
史
的
感
覺
は
、
結
局
は
『
米

歐
回
覧
實
記
』
の
著
者
に
學
ぶ
こ
と
に
よ
つ
て
身
に
つ
け
た
も
の
で

は
な
か
つ
た
か
と
今
に
し
て
思
ふ
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
本
稿
の
着
想

の
動
機
の
一
で
も
あ
る
。

二　

岩
倉
使
節
團
の
先
蹤
者
逹

　

久
米
邦
武
『
米
歐
回
覧
實
記
』
を
敎
科
書
と
し
て
文
明
開
化
期
に

于
け
る
西
洋
文
明
移
入
の
歴
史
を
研
究
し
た
人
々
は
、
先
づ
そ
の
紀

行
文
學
と
し
て
の
久
米
の
觀
察
の
細
心
精
緻
な
る
こ
と
と
、
そ
れ
を

表
現
す
る
文
章
の
語
彙
豊
富
で
明
晰
な
筆
勢
に
惹
き
つ
け
ら
れ
た
。

米
歐
大
陸
諸
國
の
諸
々
の
文
明
の
施
設
・
制
度
・
地
理
・
社
會
現
象

に
つ
い
て
あ
れ
だ
け
の
綿
密
な
觀
察
と
聴
取
を
實
施
し
、
そ
の
結
果

を
實
に
疲
れ
を
知
ら
ぬ
精
力
を
以
て
詳
細
に
文
章
化
し
な
が
ら
、
一

向
に
退
屈
を
感
じ
さ
せ
な
い
筆
力
に
は
唯
々
感
嘆
す
る
よ
り
他
な
か

つ
た
。

　

紀
行
文
學
作
家
と
し
て
の
久
米
の
成
功
の
華
々
し
さ
は
、
と
も
す

れ
ば
岩
倉
使
節
團
の
視
察
旅
行
自
體
の
成
功
と
同
一
視
さ
れ
た
。
こ

の
様
に
言
ふ
と
、
そ
れ
は
表
現
が
内
實
を
上
廻
つ
て
ゐ
る
、
と
の
意

味
に
な
り
さ
う
だ
が
、
こ
の
様
な
見
方
は
必
ず
し
も
不
當
な
こ
と
で

は
な
か
つ
た
。
外
交
使
節
と
し
て
の
岩
倉
一
行
は
、
ア
メ
リ
カ
に
于

い
て
、
條
約
改
正
交
渉
の
機
未
だ
熟
せ
ざ
る
に
、
早
ま
つ
て
獨
斷
専

行
の
一
歩
を
踏
み
出
し
て
し
ま
ふ
と
い
ふ
様
な
明
ら
か
な
失
策
を
始

め
、
い
く
つ
か
の
不
手
際
や
不
用
意
の
失
敗
を
犯
し
、
ロ
ン
ド
ン
で

は
詐
欺
師
に
た
ば
か
ら
れ
て
金
錢
的
な
思
は
ぬ
失
費
を
招
く
な
ど
の

手
抜
か
り
も
あ
つ
た
。
ロ
ン
ド
ン
で
の
失
敗
に
つ
い
て
は
、〈
條
約

は
結
び
損
な
ひ
金
と
ら
れ
世
間
に
對
し
な
ん
と
い
わ
く
ら
〉
と
い
つ

た
な
か
〳
〵
に
う
が
つ
た
狂
歌
が
當
時
流
布
し
た
由
で
、
痛
い
と
こ

ろ
を
突
い
て
ゐ
る
が
、
も
ち
ろ
ん
使
節
團
の
事
蹟
に
對
す
る
致
命
傷

と
い
ふ
わ
け
で
は
な
い
。
た
だ
『
回
覧
實
記
』
の
文
學
的
逹
成
の
見

事
さ
が
、
使
節
團
に
必
ず
し
も
無
い
わ
け
で
は
な
か
つ
た
使
命
逹
成

の
消
極
的
な
面
を
掩
ひ
隠
し
た
と
い
ふ
こ
と
は
あ
つ
た
で
あ
ら
う
。

そ
し
て
筆
者
が
、
實
績
と
の
均
衡
を
欠
く
ほ
ど
の
『
實
記
』
の
過
褒

を
不
當
な
こ
と
で
は
な
い
、
と
見
る
の
は
、
一
行
の
當
然
評
價
さ
れ

て
然
る
べ
き
積
極
的
な
功
績
の
面
は
正
に
こ
の
久
米
の
麗
筆
を
以
て

し
て
そ
の
十
全
の
輝
き
を
發
揮
す
る
こ
と
が
で
き
た
こ
と
を
全
面
的

に
肯
定
す
る
か
ら
で
あ
る
。

　

實
際
岩
倉
使
節
團
の
事
蹟
へ
の
評
價
の
髙
さ
は
、
久
米
の
文
章
力

に
據
つ
て
こ
そ
確
立
し
た
と
い
ふ
面
が
強
い
。
そ
し
て
そ
の
事
に
苦

情
を
つ
け
る
謂
れ
は
全
く
な
い
の
で
は
あ
る
が
、
や
は
り
以
下
に
述

べ
る
如
き
一
沫
の
保
留
條
項
も
こ
の
際
註
し
て
お
い
て
よ
い
か
と
考

へ
る
。

　

使
節
團
の
派
遣
の
事
情
に
關
る
論
述
で
必
ず
引
用
さ
れ
る
の
が
、

太
政
大
臣
三
條
實
美
の
邸
で
催
さ
れ
た
使
節
團
壯
行
の
宴
の
席
上
、
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三
條
自
身
が
讀
み
上
げ
た
も
の
だ
と
い
ふ
送
別
の
辭
の
中
の
次
の
如

き
一
節
で
あ
る
。

〈
外
國
ノ
交
際
ハ
國
ノ
安
危
ニ
關
シ
、
使
節
ノ
能
否
ハ
國
ノ
榮

辱
ニ
係か

か
はル
、
今
ヤ
大
政
維
新
、
海
外
各
國
ト
竝
立
テ
圖
ル
時
ニ

方あ
た

リ
、
使
命
ヲ
絶
域
萬
里
ニ
奉
ズ
、
外
交
内
治
前
途
ノ
大
業
、

其
成
否
實
ニ
此
擧
ニ
在
リ
、
豈
大
任
ニ
ア
ラ
ズ
ヤ
（
中
略
）、

行
ケ
ヤ
海
ニ
火
輪
ヲ
轉
ジ
、
陸
ニ
汽
車
ヲ
輾め

ぐ

ラ
シ
、
萬
里
馳ち

驅く

、

英
名
ヲ
四
方
ニ
宣
揚
シ
、
無

つ
つ
が
な
き恙
歸
朝
ヲ
祈
ル
〉

　

何
と
も
華
麗
な
修
辭
で
あ
り
、
遠
い
昔
の
他
人
事
で
あ
り
な
が
ら
、

讀
ん
で
み
て
少
し
く
氣
恥
づ
か
し
く
な
る
ほ
ど
の
驕
語
で
あ
る
。
そ

し
て
こ
の
美
辭
麗
句
を
連
ね
た
潑
刺
た
る
送
辭
に
見
事
に
照
應
す
る

形
で
も
た
ら
さ
れ
た
答
辭
と
し
て
の
報
告
書
が
久
米
の
『
回
覧
實

記
』
で
あ
つ
た
。
送
る
言
葉
と
答
へ
た
復
命
書
と
の
間
に
生
じ
た
こ

の
絢
爛
た
る
唱
和
に
接
す
る
に
つ
け
〈
文
章
は
經
國
の
大
業
〉
と
い

ふ
古
諺
が
、
一
沫
の
皮
肉
を
伴
つ
て
口
邊
に
浮
ん
で
く
る
の
を
覺
え

る
。

　

久
米
の
視
察
報
告
書
の
非
常
な
る
「
文
學
的
成
功
」
は
、
必
ず
し

も
慶
祝
一
方
と
は
云
へ
な
い
或
る
副
次
的
な
効
果
を
生
ん
だ
。
そ
れ

は
一
行
の
得
た
米
歐
の
風
物
と
文
明
の
景
觀
の
印
象
が
あ
ま
り
に
も

新
鮮
に
活
氣
を
帶
び
て
寫
さ
れ
て
を
り
、
觀
者
の
活
潑
な
好
奇
心
の

如
實
な
反
映
と
し
て
叙
述
さ
れ
て
ゐ
る
た
め
、
彼
等
が
國
民
を
代
表

し
て
「
日
本
人
と
し
て
初
め
て
」
の
珍
し
い
體
驗
を
し
續
け
て
ゐ
る

か
の
様
な
印
象
を
與
へ
て
し
ま
ふ
こ
と
で
あ
る
。
考
へ
て
み
れ
ば
彼

等
の
出
發
は
明
治
四
年
十
月
で
あ
つ
た
。
そ
し
て
こ
れ
は
一
定
の
目

的
を
有
す
る
日
本
人
の
組
織
的
集
團
が
自
ら
の
意
志
で
米
歐
に
渡
航

し
た
最
初
の
例
で
は
も
ち
ろ
ん
な
か
つ
た
。
天
保
十
二
年
（
一
八
四

一
）
か
ら
嘉
永
三
年
（
一
八
五
〇
）
ま
で
、
思
ひ
が
け
ぬ
運
命
の
い

た
づ
ら
で
ア
メ
リ
カ
に
滞
在
し
、
英
語
に
熟
逹
し
て
し
ま
つ
た
土
佐

漁
民
の
中
濱
萬
次
郎
の
例
は
海
難
・
漂
流
の
結
果
で
あ
る
か
ら
番
外

と
し
て
も
、
萬
延
元
年
（
一
八
六
〇
）
に
は
安
政
の
日
米
修
好
通
商

條
約
批
准
交
換
の
た
め
幕
府
使
節
新
見
正
興
ら
が
米
艦
ポ
ー
ハ
タ
ン

號
で
渡
米
し
、
隨
行
と
し
て
木
村
喜
毅
、
勝
麟
太
郎
ら
が
自
ら
軍
艦

咸
臨
丸
を
操
つ
て
米
國
に
渡
航
し
て
ゐ
る
。

　

翌
文
久
元
年
（
一
八
六
一
）
に
は
同
じ
く
幕
府
の
遣
歐
使
節
と
し

て
外
國
奉
行
竹
内
下
野
守
保
徳
が
英
艦
オ
ー
デ
ィ
ン
號
で
イ
ギ
リ
ス

に
渡
り
、
翌
文
久
二
年
（
一
八
六
二
）
に
は
幕
府
は
初
め
て
の
海
外

留
學
生
と
し
て
榎
本
武
揚
、
津
田
眞
衟
、
西
週
ら
を
オ
ラ
ン
ダ
に
派

遣
し
て
ゐ
る
。

　

幕
府
の
み
な
ら
ず
、
文
久
三
年
五
月
、
長
州
藩
は
伊
藤
愽
文
、
井

上
馨
等
五
人
を
ひ
そ
か
に
イ
ギ
リ
ス
に
留
學
さ
せ
、
元
治
二
年
正
月

（
一
八
六
五
、
四
月
か
ら
慶
應
元
年
）
に
は
薩
摩
藩
が
幕
府
の
眼
を
か
す

め
た
密
航
の
形
で
十
五
人
の
留
學
生
を
イ
ギ
リ
ス
に
送
り
出
す
（
8
（

。
そ

の
翌
年
慶
應
二
年
四
月
に
は
海
外
渡
航
の
禁
令
が
解
か
れ
て
民
間
の

渡
航
者
が
急
増
し
、
十
一
月
に
幕
府
自
身
が
パ
リ
の
萬
國
愽
覧
會
に
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將
軍
慶
喜
の
名
代
と
し
て
水
戶
の
徳
川
昭
武
を
派
遣
す
る
。
昭
武
は

愽
覧
會
閉
幕
後
は
西
歐
五
箇
國
に
親
善
訪
問
、
更
に
留
學
生
と
し
て

パ
リ
に
留
ま
り
、
歸
國
は
明
治
元
年
十
一
月
、
慶
喜
の
大
政
奉
還
の

報
を
受
け
て
後
の
事
で
あ
る
。
つ
ま
り
短
い
期
間
な
が
ら
徳
川
幕
府

は
そ
の
最
末
期
に
は
既
に
西
歐
主
要
國
と
の
間
に
親
善
外
交
を
展
開

し
て
ゐ
た
。

　

個
人
を
例
に
と
つ
て
み
て
も
、
海
外
經
驗
者
の
代
表
格
た
る
福
澤

諭
吉
は
、
萬
延
元
年
に
木
村
攝
津
守
の
從
僕
名
義
で
咸
臨
丸
で
の
渡

米
を
皮
切
り
に
、
文
久
二
年
竹
内
保
徳
一
行
の
幕
府
遣
歐
使
節
團
に

翻
譯
方
と
し
て
隨
行
し
、
歸
國
後
に
は
名
著
『
西
洋
事
情
』
を
著
す

ほ
ど
の
充
實
し
た
見
聞
を
持
歸
り
、
更
に
慶
應
三
年
一
月
幕
府
遣
米

使
節
小
野
友
五
郎
の
一
行
に
隨
行
し
て
再
度
渡
米
、
此
の
時
多
く
の

原
書
を
購
入
し
持
歸
つ
て
ゐ
る
。
即
ち
福
澤
個
人
と
し
て
も
十
分
に

米
歐
を
回
覧
し
た
と
言
へ
る
ほ
ど
の
海
外
體
驗
は
積
ん
で
ゐ
た
。

　

現
に
使
節
團
の
戓
員
の
中
で
久
米
邦
武
と
共
に
旅
中
の
歴
訪
所
見

を
〈
審
問
筆
録
〉
す
る
役
を
仰
せ
付
け
ら
れ
て
ゐ
た
畠
山
義
成
は
元

薩
摩
藩
士
で
、
右
に
記
し
た
元
治
二
年
の
薩
摩
藩
英
國
留
學
生
の
中

に
杉
浦
弘
藏
の
變
名
で
加
つ
て
を
り
、
慶
應
二
年
に
は
仲
間
の
森
有

禮
、
吉
田
淸
成
ら
と
行
を
共
に
し
て
ア
メ
リ
カ
に
移
り
、
吉
田
と
同

じ
く
ラ
ト
ガ
ー
ス
・
カ
レ
ッ
ヂ
を
卒
業
、
修
士
號
を
取
得
し
て
明
治

四
年
に
歸
國
し
て
ゐ
る
。
そ
の
年
に
岩
倉
使
節
團
の
隨
員
を
仰
せ
付

け
ら
れ
る
の
だ
か
ら
、
畠
山
に
と
つ
て
は
米
國
も
英
國
も
過
日
離
れ

た
ば
か
り
の
土
地
へ
の
二
度
目
の
渡
航
經
驗
と
な
る
。

　

パ
リ
に
于
い
て
も
、
是
亦
薩
摩
藩
英
國
留
學
生
の
一
員
だ
つ
た
鮫

島
尚ひ

さ

信の
ぶ

が
、
一
旦
歸
國
し
た
後
明
治
政
府
派
遣
の
外
交
官
第
一
號
と

し
て
明
治
三
年
十
月
、
イ
ギ
リ
ス
・
フ
ラ
ン
ス
・
プ
ロ
イ
セ
ン
の
三

箇
國
の
領
事
々
務
を
兼
任
す
る
少
辨
務
使
に
補
せ
ら
れ
て
着
任
し
、

主
に
パ
リ
で
外
交
折
衝
に
當
つ
て
ゐ
た
。
使
節
團
が
ロ
ン
ド
ン
か
ら

パ
リ
に
移
つ
た
明
治
五
年
の
十
一
月
に
は
辨
理
公
使
に
昇
任
し
た
公

的
身
分
を
以
て
一
行
を
カ
レ
ー
港
の
埠
頭
に
出
迎
へ
て
ゐ
る
。
パ
リ

に
は
折
か
ら
全
く
の
民
間
人
で
あ
る
文
人
成
島
柳
北
も
滞
在
し
て
ゐ

て
、
一
日
の
長
あ
る
（
正
確
に
は
十
五
日
）
在
佛
先
輩
と
し
て
使
節
團

員
の
パ
リ
見
物
に
つ
き
あ
つ
て
く
れ
た
（
（
（

。
因
み
に
慶
應
二
年
の
パ
リ

萬
國
愽
覧
會
以
後
、
明
治
初
年
に
は
商
人
層
を
主
流
と
す
る
日
本
人

で
パ
リ
に
滞
在
し
て
ゐ
た
人
數
は
か
な
り
多
か
つ
た
ら
し
く
、
岩
倉

使
節
團
が
初
め
て
パ
リ
を
入
念
に
視
察
し
、
記
録
を
殘
し
た
日
本
人

だ
つ
た
と
い
ふ
わ
け
で
は
な
い
。
中
に
は
幕
府
外
國
奉
行
だ
つ
た
栗

本
鋤
雲
の
如
く
、
慶
應
三
年
か
ら
明
治
元
年
に
か
け
て
一
年
弱
の
幕

命
に
よ
る
パ
リ
駐
在
の
經
驗
か
ら
『
暁
窓
追
録
（
（（
（

』
と
い
ふ
短
い
が
質

の
髙
い
最
新
フ
ラ
ン
ス
情
報
を
明
治
二
年
に
出
版
し
て
ゐ
た
先
例
も

あ
つ
た
。

　

同
じ
様
に
使
節
團
が
明
治
六
年
三
月
パ
リ
か
ら
ベ
ル
ギ
ー
、
オ
ラ

ン
ダ
の
旅
を
經
て
新
生
ド
イ
ツ
帝
國
の
首
都
ベ
ル
リ
ン
に
到
着
し
た

時
に
も
、
此
を
ベ
ル
リ
ン
驛
に
出
迎
へ
た
の
は
〈
在
府
ノ
辨
務
使
、
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書
記
官
、
乁
ヒ
在
留
學
生
マ
テ
、
ミ
ナ
〉
と
い
ふ
次
第
だ
つ
た
。
學

生
逹
は
そ
の
指
導
敎
授
か
ら
（
大
學
當
局
の
意
を
受
け
て
の
こ
と
で
あ

ら
う
）、
極
東
の
故
國
よ
り
政
府
派
遣
の
公
的
使
節
團
が
到
着
さ
れ

る
の
だ
か
ら
大
學
を
休
ん
で
で
も
よ
い
か
ら
お
迎
へ
に
ゆ
け
と
諭
さ

れ
て
遠
近
か
ら
馳
せ
參
じ
た
、
と
い
ふ
こ
と
だ
つ
た
。
そ
れ
を
聞
い

た
だ
け
で
、
久
米
は
、
ド
イ
ツ
の
國
民
的
氣
風
は
他
の
西
歐
諸
國
と

は
か
な
り
違
ふ
所
が
あ
る
様
だ
と
、
銳
敏
に
感
じ
取
つ
て
ゐ
る
。

　

ベ
ル
リ
ン
の
在
府
辨
務
使
と
は
前
記
の
パ
リ
駐
在
・
英
佛
獨
三
國

兼
任
の
鮫
島
尚
信
で
あ
る
。
書
記
官
と
は
此
年
一
月
に
そ
れ
ま
で
の

ド
イ
ツ
連
邦
留
學
生
總
代
の
身
分
か
ら
抜
擢
さ
れ
て
現
地
在
留
の
ま

ま
官
途
に
就
き
、
外
務
一
等
書
記
官
心
得
と
な
つ
て
ゐ
た
靑
木
週
藏

で
あ
る
。

　
〈
在
留
學
生
〉
に
就
い
て
は
若
干
の
註
記
が
必
要
だ
ら
う
。
此
は

全
面
的
に
『
靑
木
週
藏
自
傳
（
（（
（

』
に
依
據
し
て
記
し
て
お
く
の
だ
が
、

靑
木
は
長
州
藩
に
在
つ
て
の
靑
年
時
代
の
蘭
學
修
業
中
に
、
現
今
世

人
の
敬
重
す
る
事
大
な
る
蘭
方
醫
學
な
る
も
の
は
大
半
が
ド
イ
ツ
醫

學
書
を
祖
述
せ
る
以
外
の
も
の
で
は
な
い
事
を
見
抜
い
て
ゐ
た
。
當

時
精
密
自
然
科
學
の
最
尖
端
の
如
く
に
思
は
れ
て
ゐ
た
醫
學
に
于
い

て
、
オ
ラ
ン
ダ
人
の
最
も
尊
崇
す
る
模
範
が
ド
イ
ツ
の
學
問
で
あ
る

な
ら
ば
、
醫
學
以
外
の
分
野
で
も
ド
イ
ツ
の
學
界
は
日
本
人
が
専
心

學
ぶ
に
足
る
實
績
を
有
す
る
も
の
で
あ
ら
う
と
の
見
當
を
つ
け
た
。

そ
こ
で
留
學
の
た
め
の
海
外
渡
航
の
禁
が
解
か
れ
る
や
、
幕
臣
を
始

め
西
南
雄
藩
の
志
あ
る
靑
年
逹
が
競
つ
て
英
、
米
、
佛
三
國
へ
の
留

學
を
希
望
し
た
の
に
對
し
、
靑
木
は
自
分
一
箇
の
判
斷
を
以
て
確
乎

と
し
て
プ
ロ
イ
セ
ン
國
へ
の
留
學
を
藩
（
當
時
藩
主
は
毛
利
敬
親
）
に

請
願
し
、
漸
く
許
可
が
降
り
た
。
靑
木
が
土
佐
出
身
の
萩
原
三
圭
と

共
に
長
崎
か
ら
出
發
し
た
の
は
明
治
元
年
十
月
だ
つ
た
が
、
同
行
し

て
く
れ
た
プ
ロ
イ
セ
ン
の
領
事
リ
ヒ
ァ
ル
ト
・
リ
ン
ダ
ウ
が
旅
中
病

氣
に
罹
つ
て
フ
ラ
ン
ス
で
の
滞
在
が
長
び
い
た
た
め
、
結
局
パ
リ
か

ら
の
汽
車
の
旅
で
ド
イ
ツ
國
境
に
入
つ
た
の
は
出
發
か
ら
半
年
後
の

明
治
二
年
四
月
二
日
の
事
だ
つ
た
。

　

靑
木
の
留
學
の
表
向
の
目
的
は
萩
原
と
同
じ
く
醫
學
修
業
で
あ
つ

た
が
、
彼
は
當
初
か
ら
秘
か
に
政
治
學
、
と
い
ふ
よ
り
プ
ロ
イ
セ
ン

の
國
家
體
制
の
研
究
を
志
し
て
ゐ
た
。
明
治
三
年
の
春
長
州
藩
の
山

縣
有
朋
と
御
堀
耕
助
が
ベ
ル
リ
ン
に
視
察
に
訪
れ
た
時
に
も
、
靑
木

は
山
縣
に
向
つ
て
プ
ロ
イ
セ
ン
の
軍
制
の
優
れ
た
る
點
を
熱
心
に
說

き
、
此
の
國
に
倣
つ
て
日
本
で
も
國
民
皆
兵
の
徴
兵
制
を
實
施
す
べ

き
事
を
論
じ
て
山
縣
の
傾
聴
を
得
た
。
御
堀
か
ら
は
靑
木
が
藩
命
た

る
醫
學
研
究
を
蔑
ろ
に
し
て
政
治
・
法
學
に
深
入
り
し
て
ゐ
る
現
況

を
詰
ら
れ
た
が
、
友
人
の
萩
原
乁
び
佐
倉
藩
か
ら
留
學
し
て
ゐ
た
後

の
順
天
堂
醫
院
の
創
立
者
佐
藤
進
か
ら
借
り
た
醫
學
書
を
見
せ
て
そ

の
場
を
ご
ま
か
し
、
山
縣
に
は
ひ
そ
か
に
藩
へ
の
と
り
な
し
を
懇
請

し
て
承
諾
を
得
た
。

　

そ
の
明
治
三
年
の
夏
七
月
に
は
普
佛
戰
爭
勃
發
の
危
險
が
目
前
に
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迫
つ
た
。
靑
木
は
そ
の
時
ま
だ
ア
メ
リ
カ
視
察
の
た
め
サ
ン
フ
ラ
ン

シ
ス
コ
に
滞
留
中
だ
つ
た
山
縣
に
事
態
を
急
報
し
、
急
遽
歐
洲
に
引

返
し
て
普
佛
戰
爭
の
戰
場
を
見
よ
と
勸
め
た
が
山
縣
は
旅
程
を
變
更

す
る
こ
と
が
出
來
ず
、
そ
の
ま
ま
歸
國
し
た
。
そ
こ
で
戰
爭
の
開
始

當
時
ベ
ル
リ
ン
に
居
た
日
本
人
は
、
靑
木
、
萩
原
、
佐
藤
の
三
人
の

醫
學
留
學
生
だ
け
で
あ
つ
た
。

　

戰
爭
は
九
月
初
旬
セ
ダ
ン
で
フ
ラ
ン
ス
皇
帝
ナ
ポ
レ
オ
ン
三
世
が

プ
ロ
イ
セ
ン
軍
の
捕
虜
と
な
り
、
帝
政
の
崩
壊
、
第
三
共
和
制
の
發

足
と
い
ふ
形
で
早
々
に
大
勢
が
決
し
て
し
ま
ふ
。
山
縣
は
觀
戰
の
機

會
を
逸
し
て
歸
國
し
た
が
、
普
佛
開
戰
の
報
を
受
け
て
八
月
に
日
本

を
出
た
大
山
巖
、
品
川
彌
二
郎
他
數
人
が
ベ
ル
リ
ン
に
到
着
、
プ
ロ

イ
セ
ン
政
府
の
許
可
を
得
て
戰
況
の
視
察
に
從
事
、
少
し
遅
れ
て
桂

太
郎
も
私
費
留
學
生
と
し
て
兵
制
研
究
の
目
的
で
ベ
ル
リ
ン
に
來
る
。

又
年
末
に
は
北
白
川
宮
能
久
親
王
が
プ
ロ
イ
セ
ン
陸
軍
大
學
校
入
學

の
た
め
十
人
に
近
い
數
の
隨
員
を
伴
つ
て
ド
イ
ツ
に
來
て
ゐ
る
。

　

プ
ロ
イ
セ
ン
の
壓
倒
的
優
勢
の
戰
況
を
見
れ
ば
當
然
の
事
で
あ
ら

う
が
、
こ
の
戰
爭
を
機
に
、
日
本
で
は
軍
關
係
の
み
な
ら
ず
、
學
界

一
般
に
ド
イ
ツ
の
學
藝
文
化
に
對
す
る
關
心
が
急
激
に
増
大
し
、
開

戰
時
わ
づ
か
三
名
だ
つ
た
と
い
ふ
ベ
ル
リ
ン
在
住
の
日
本
人
の
數
は

戰
後
忽
ち
百
名
を
超
え
る
に
至
つ
た
。
北
白
川
宮
能
久
親
王
に
扈
從

し
て
き
た
人
々
は
殆
ど
全
員
が
留
學
生
と
し
て
ド
イ
ツ
に
在
留
を
續

け
た
。
大
山
と
共
に
來
獨
し
た
品
川
彌
二
郎
も
そ
の
ま
ま
ベ
ル
リ
ン

に
殘
り
、
や
が
て
明
治
七
年
靑
木
週
藏
の
一
時
歸
國
中
は
在
ド
イ
ツ

公
使
代
理
を
務
め
て
も
ゐ
る
。

　

こ
の
や
う
な
次
第
で
あ
る
か
ら
、
明
治
六
年
三
月
に
岩
倉
使
節
團

一
行
が
ベ
ル
リ
ン
に
入
つ
た
時
、
同
じ
日
本
人
に
よ
る
ド
イ
ツ
事
情

の
研
究
は
既
に
か
な
り
の
程
度
に
ま
で
深
く
廣
く
進
ん
で
ゐ
た
の
だ

と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
動
向
の
中
心
に
居
た
の
が
、
維
新
以

前
に
既
に
ド
イ
ツ
の
國
家
學
自
體
を
研
究
す
る
こ
と
の
肝
要
性
に
着

目
し
、
自
ら
そ
の
實
踐
の
志
を
立
て
て
ゐ
た
靑
木
週
藏
で
あ
る
。
上

記
の
如
く
靑
木
は
既
に
普
佛
戰
爭
開
戰
前
夜
の
時
期
に
、
山
縣
有
朋

に
向
つ
て
プ
ロ
イ
セ
ン
王
國
の
軍
制
の
我
國
が
取
つ
て
以
て
範
例
と

す
べ
き
所
以
を
力
說
し
て
ゐ
た
。
靑
木
の
言
辭
は
お
そ
ら
く
戰
端
開

始
直
後
の
フ
ラ
ン
ス
皇
帝
軍
に
對
す
る
プ
ロ
イ
セ
ン
軍
の
壓
勝
を
豫

言
す
る
様
な
響
き
を
有
し
て
ゐ
た
で
あ
ら
う
。
靑
木
は
プ
ロ
イ
セ
ン

入
國
前
に
引
率
者
リ
ン
ダ
ウ
の
病
氣
の
た
め
三
箇
月
の
フ
ラ
ン
ス
滞

在
を
餘
儀
な
く
さ
れ
た
の
を
奇
貨
と
し
て
、
パ
リ
街
頭
な
ど
で
の
フ

ラ
ン
ス
軍
の
士
官
逹
の
生
態
風
俗
を
觀
察
し
、
ド
イ
ツ
に
入
國
し
た

當
日
偶
々
ハ
ノ
ー
フ
ァ
ー
で
乘
換
列
車
を
待
つ
て
ゐ
た
一
時
間
ほ
ど

の
間
に
プ
ロ
イ
セ
ン
軍
の
練
兵
場
に
入
つ
て
し
ま
ひ
、
そ
の
將
士
逹

の
フ
ラ
ン
ス
軍
と
は
段
違
ひ
な
る
精
強
の
相
貌
に
瞠
目
し
た
經
驗
を

有
し
て
ゐ
た
。

　

岩
倉
使
節
團
の
副
使
の
一
人
で
あ
る
木
戶
孝
允
は
、
靑
木
が
か
ね

て
郷
黨
の
先
輩
と
し
て
歐
洲
留
學
許
可
の
斡
旋
の
恩
を
受
け
た
間
柄
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で
も
あ
り
、
早
く
も
木
戶
の
在
英
中
靑
木
は
連
絡
を
受
け
て
品
川
彌

二
郎
と
共
に
ロ
ン
ド
ン
に
赴
き
、
木
戶
の
諮
問
に
答
へ
て
、
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
世
界
の
宗
敎
事
情
、
即
ち
中
世
以
來
の
新
舊
キ
リ
ス
ト
敎
内

部
の
對
立
・
抗
爭
、
乁
び
政
治
と
敎
會
と
の
緊
張
關
係
に
つ
い
て
、

歴
史
的
事
實
を
詳
し
く
語
つ
た
。
又
憲
法
な
る
も
の
の
本
質
、
イ
ギ

リ
ス
の
不
文
憲
法
と
プ
ロ
イ
セ
ン
の
欽
定
憲
法
乁
び
西
歐
諸
國
の
正

文
憲
法
に
つ
い
て
木
戶
に
詳
し
く
進
講
し
て
ゐ
る
。
使
節
團
が
パ
リ

に
在
る
時
に
は
や
は
り
亦
佛
都
に
赴
い
て
歐
洲
憲
法
問
題
を
講
じ
續

け
た
。
靑
木
の
憲
法
觀
の
特
徴
は
以
下
の
如
き
も
の
だ
つ
た
。
即
ち
、

憲
法
制
定
は
そ
れ
ほ
ど
の
難
事
業
で
は
な
い
。
プ
ロ
イ
セ
ン
憲
法
の

研
究
な
ど
は
唯
そ
れ
を
翻
譯
す
れ
ば
足
り
る
。
憲
法
は
法
體
系
中
の

花
で
あ
る
。
そ
れ
を
支
へ
て
ゐ
る
幹
と
根
に
當
る
行
政
制
度
全
般
、

そ
の
目
録
に
當
る
行
政
法
こ
そ
が
深
く
研
究
す
べ
き
對
象
で
あ
る
、

と
い
ふ
の
だ
つ
た
。

　

こ
の
觀
點
に
木
戶
は
深
く
同
意
を
表
し
た
。
宗
敎
問
題
に
關
し
て

も
靑
木
の
說
、
各
國
民
の
奉
ず
る
信
仰
と
國
民
の
履
歴
と
し
て
の
歴

史
傳
統
と
の
不
可
分
の
關
係
を
重
視
す
る
態
度
に
感
服
を
表
明
し
た
。

翻
つ
て
、
條
約
改
正
の
目
的
逹
成
の
た
め
に
は
必
要
に
應
じ
て
は
天

皇
の
キ
リ
ス
ト
敎
へ
の
改
宗
も
已
む
を
得
な
い
と
す
る
使
節
團
中
一

部
の
者
の
輕
薄
な
る
ア
メ
リ
カ
か
ぶ
れ
（
（（
（

は
實
に
慨
嘆
に
堪
へ
な
い
、

と
聲
を
大
に
し
て
靑
木
に
應
じ
た
。
こ
れ
は
そ
の
場
に
居
合
せ
た
伊

藤
愽
文
に
聞
か
せ
る
た
め
で
あ
つ
た
。

　

こ
の
機
會
を
境
に
し
て
靑
木
と
木
戶
の
關
係
は
一
層
の
親
密
を
深

め
、
明
治
十
年
の
木
戶
の
死
ま
で
の
長
か
ら
ぬ
期
間
で
あ
つ
た
が
、

靑
木
に
と
つ
て
十
二
歲
年
長
の
木
戶
は
慈
父
の
如
き
存
在
で
あ
り
、

且
つ
莫
逆
の
友
と
も
い
ふ
べ
き
同
憂
の
士
だ
つ
た
。
そ
れ
と
對
照
的

な
位
置
に
立
つ
た
の
が
伊
藤
愽
文
で
、
靑
木
の
自
傳
の
中
で
は
所
謂

維
新
の
元
勳
中
最
低
の
評
價
と
な
つ
て
ゐ
る
。
そ
の
發
端
が
明
治
五

年
ロ
ン
ド
ン
で
の
、
木
戶
が
靑
木
の
面
前
で
彼
の
說
を
稱
揚
し
て
暗

に
伊
藤
を
罵
つ
た
事
件
で
あ
る
。
伊
藤
は
こ
の
件
に
よ
つ
て
靑
木
に

深
く
含
む
所
を
生
じ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
以
後
様
々
の
局
面
で
伊

藤
は
四
歲
年
下
の
靑
木
に
對
し
國
政
の
場
に
于
い
て
敵
對
的
な
態
度

に
出
る
。
そ
し
て
こ
れ
は
感
情
問
題
と
は
關
係
の
無
い
こ
と
と
思
ひ

た
い
の
だ
が
、
憲
法
制
定
問
題
に
つ
い
て
も
、
伊
藤
は
、
靑
木
が
行

政
の
根
幹
に
比
す
れ
ば
花
に
す
ぎ
な
い
と
し
た
憲
法
を
最
優
先
の
課

題
と
し
て
そ
の
制
定
實
現
に
盡
瘁
し
た
。
そ
の
際
彼
は
我
が
日
本
の

國
民
性
の
深
層
に
潛
む
根
源
的
な
宗
敎
性
を
顧
み
る
こ
と
淺
く
、
敢

へ
て
言
へ
ば
天
皇
敎
と
で
も
言
ふ
べ
き
新
た
な
る
國
家
の
機
軸
を
人

爲
的
に
創
生
し
よ
う
と
試
み
た
。
結
果
と
し
て
ロ
ン
ド
ン
の
一
夕
で

の
靑
木
の
政
敎
論
を
伊
藤
は
或
る
意
味
で
反
省
の
資
と
し
、
或
る
意

味
で
そ
の
深
意
を
汲
ま
ぬ
ま
ま
に
敢
へ
て
無
視
し
、
日
本
の
宗
敎
傳

統
と
は
無
縁
の
次
元
で
の
憲
法
の
基
本
思
想
を
構
想
し
た
（
（（
（

。
そ
の
欠

を
補
ふ
形
で
井
上
毅
・
元
田
永
孚
の
協
力
體
制
に
よ
る
敎
育
勅
語
が

誕
生
し
た
の
は
、
伊
藤
の
識
見
と
敎
養
を
以
て
し
て
は
結
局
逹
成
し
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得
な
か
つ
た
、
憲
法
に
國
體
の
顯
現
と
し
て
の
精
神
性
を
賦
與
す
る

と
い
ふ
課
題
へ
の
追
加
答
案
の
様
な
も
の
で
あ
つ
た
。

三　

靑
木
週
藏
と
森
林
太
郎

　
『
米
歐
回
覧
實
記
』
に
于
け
る
地
域
研
究
と
し
て
の
實
績
の
中
で
、

少
く
と
も
新
生
ド
イ
ツ
帝
國
に
關
す
る
部
分
は
、
日
本
人
の
間
で
の

先
驅
者
的
開
拓
者
的
逹
成
と
い
ふ
性
格
が
稀
薄
に
な
つ
て
ゐ
る
。
施

設
や
風
土
の
觀
察
、
又
行
事
參
加
や
受
け
た
接
遇
の
始
終
に
つ
い
て

は
こ
の
使
節
團
特
有
の
入
念
・
詳
細
な
記
述
が
異
彩
を
放
つ
て
ゐ
る

點
、
他
の
米
歐
諸
國
の
見
聞
の
場
合
と
同
様
で
あ
る
が
、
時
恰
も
普

佛
戰
爭
勝
利
直
後
の
こ
と
で
、
戰
勝
國
氣
分
に
浮
か
れ
氣
味
の
所
謂

泡
沫
企
業
亂
立
時
代
の
國
情
や
國
民
性
の
考
察
に
當
つ
て
は
、
靑
木

週
藏
を
中
心
と
す
る
多
數
の
日
本
人
學
生
や
軍
人
逹
か
ら
受
け
た
知

識
情
報
に
多
く
を
負
う
て
ゐ
た
は
ず
で
あ
る
。

　

つ
ま
り
岩
倉
使
節
團
の
見
た
ド
イ
ツ
は
、
日
本
人
一
般
の
視
野
の

中
に
置
い
て
み
れ
ば
そ
れ
ほ
ど
新
奇
な
見
聞
で
は
な
か
つ
た
。
言
ひ

方
を
換
へ
る
と
、
少
々
妙
な
表
現
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
彼
等

の
見
た
と
こ
ろ
は
そ
れ
ほ
ど
「
昔
の
話
」
で
は
な
い
。
例
へ
ば
、
森

林
太
郎
の
ド
イ
ツ
留
學
は
此
を
以
て
日
本
の
大
學
に
于
け
る
學
問
研

究
に
つ
い
て
の
思
想
が
自
然
科
學
と
人
文
科
學
と
の
双
方
の
面
で
、

西
歐
的
合
理
主
義
の
理
解
と
受
容
と
の
格
段
の
深
化
を
遂
げ
る
機
縁

と
な
つ
た
と
評
價
さ
れ
る
、
註
目
す
べ
き
事
件
で
あ
る
が
、
そ
の
森

が
陸
軍
省
派
遣
の
軍
陣
衛
生
學
研
修
の
留
學
生
と
し
て
ベ
ル
リ
ン
に

到
着
し
た
の
は
明
治
十
七
年
十
月
の
事
で
あ
る
。
即
ち
明
治
六
年
三

月
の
岩
倉
使
節
團
の
ベ
ル
リ
ン
視
察
か
ら
か
ぞ
へ
て
、
十
一
年
半
し

か
經
つ
て
ゐ
な
い
。
逆
に
言
へ
ば
森
の
ド
イ
ツ
で
の
留
學
生
活
開
始

か
ら
溯
つ
て
つ
い
先
年
の
事
と
い
ふ
程
度
の
歲
月
を
距
て
て
日
本
人

の
ド
イ
ツ
研
究
は
始
ま
つ
た
ば
か
り
で
あ
る
。
兩
者
の
ド
イ
ツ
事
情

觀
察
は
依
然
と
し
て
開
拓
期
の
連
續
線
上
に
連
つ
て
ゐ
る
と
見
て
よ

い
で
あ
ら
う
。

　

こ
の
連
續
性
を
象
徴
す
る
様
な
人
物
が
在
ベ
ル
リ
ン
の
熟
逹
外
交

官
た
る
靑
木
週
藏
で
あ
る
。
靑
木
は
岩
倉
使
節
團
の
入
獨
當
時
、
一

等
書
記
官
に
し
て
使
節
團
に
と
つ
て
不
可
欠
の
通
譯
で
あ
つ
た
が
、

鮫
島
公
使
が
フ
ラ
ン
ス
に
本
據
を
置
い
て
普
佛
戰
爭
で
の
敵
對
國
で

あ
つ
た
ド
イ
ツ
で
も
公
使
を
兼
任
し
て
ゐ
る
の
は
何
か
と
工
合
の
惡

い
こ
と
も
あ
り
、
事
實
上
公
使
の
役
目
を
果
し
て
ゐ
た
の
は
靑
木
書

記
官
だ
つ
た
。

　

靑
木
の
實
力
は
岩
倉
使
節
團
の
木
戶
副
使
を
は
じ
め
と
す
る
當
路

の
人
々
の
等
し
く
認
め
る
所
で
あ
り
、
使
節
團
訪
獨
の
翌
年
明
治
七

年
に
は
歸
國
し
て
外
務
省
本
省
に
出
仕
中
代
理
公
使
を
經
て
三
十
一

歲
の
若
さ
で
駐
ド
イ
ツ
特
命
全
権
公
使
を
拜
命
し
て
ゐ
る
。
ド
イ
ツ

現
地
へ
の
赴
任
は
何
故
か
遅
れ
て
九
年
の
十
月
だ
つ
た
が
翌
十
年
に

は
四
歲
年
下
の
貴
族
の
娘
エ
リ
ー
ザ
ベ
ト
・
フ
ォ
ン
・
ラ
ー
デ
と
結

婚
、
家
庭
で
は
全
部
ド
イ
ツ
語
を
用
ゐ
て
生
活
す
る
な
ど
ド
イ
ツ
化
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の
度
を
深
め
、
上
流
階
級
の
知
己
友
人
多
く
、
皇
帝
へ
の
謁
見
も

屢
々
と
い
ふ
ほ
ど
の
社
會
的
地
位
を
得
て
ゐ
た
。
公
職
の
上
で
も
、

オ
ー
ス
ト
リ
ア
、
オ
ラ
ン
ダ
、
ノ
ル
ウ
ェ
ー
の
公
使
を
兼
勤
す
る
多

忙
の
身
だ
つ
た
。
明
治
十
五
年
に
伊
藤
愽
文
が
憲
法
制
定
準
備
の
た

め
の
ド
イ
ツ
旅
行
を
試
み
た
際
に
も
、
髙
名
な
グ
ナ
イ
ス
ト
、
乁
び

彼
を
介
し
て
行
政
法
の
モ
ッ
セ
の
講
義
の
聴
取
を
斡
旋
し
、
自
身
の

法
政
學
上
の
見
解
を
も
述
べ
て
伊
藤
に
助
言
す
る
こ
と
切
實
で
あ
つ

た
。
殊
に
皇
帝
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
一
世
が
ポ
ツ
ダ
ム
の
離
宮
で
伊
藤
と

靑
木
に
午
餐
を
賜
つ
た
際
（
十
五
年
八
月
二
十
八
日
）
に
は
卓
上
で
の

憲
法
論
議
は
當
然
な
が
ら
通
譯
を
務
め
る
靑
木
と
皇
帝
と
の
間
の
問

答
と
な
り
、
皇
帝
は
そ
こ
で
甚
だ
懇
切
に
所
謂
歴
史
法
學
の
立
場
を

闡
明
し
て
聞
か
せ
、
伊
藤
は
會
談
の
主
役
を
靑
木
に
任
せ
切
り
で
後

刻
そ
の
趣
意
を
靑
木
か
ら
說
明
し
て
も
ら
ふ
と
い
ふ
形
に
な
つ
て
ゐ

た
。
こ
の
時
皇
帝
が
靑
木
の
識
見
と
ド
イ
ツ
に
于
け
る
地
方
自
治
の

行
政
制
度
の
實
體
に
精
通
し
て
ゐ
る
こ
と
か
ら
、
彼
に
寄
せ
た
信
頼

の
情
は
厚
い
も
の
だ
つ
た
ら
し
い
。
そ
の
會
談
の
記
録
が
靑
木
の

「
自
傳
」
の
中
の
記
述
で
あ
る
と
い
ふ
點
で
割
引
き
し
て
考
へ
て
も

こ
の
關
聯
は
先
づ
は
確
か
な
様
で
あ
る
。

　

森
林
太
郎
が
明
治
十
七
年
十
月
、
マ
ル
セ
イ
ユ
か
ら
パ
リ
を
經
、

ケ
ル
ン
を
經
由
し
て
ベ
ル
リ
ン
に
到
着
、
十
月
十
三
日
に
初
め
て
公

使
に
面
會
し
た
の
は
、
當
時
四
十
一
歲
の
靑
木
公
使
が
皇
帝
か
ら
の

信
任
も
獲
得
し
、
外
交
官
と
し
て
謂
は
ば
得
意
の
絶
頂
に
居
た
頃
の

こ
と
で
あ
る
。
森
の
『
獨
逸
日
記
（
（（
（

』
に
よ
れ
ば
、〈
公
使
の
い
は
く

衛
生
學
を
修
む
る
は
善
し
。
さ
れ
ど
歸
り
て
直
ち
に
こ
れ
を
實
施
せ

む
こ
と
、
恐
ら
く
は
難
か
る
べ
し
。
足
の
指
の
間
に
、
下
駄
の
緒
挟

み
て
行
く
民
に
、
衛
生
論
は
い
ら
ぬ
事
ぞ
。
學
問
と
は
書
を
讀
む
の

み
を
い
ふ
に
あ
ら
ず
、
歐
洲
人
の
思
想
は
い
か
に
、
そ
の
生
活
は
い

か
に
、
そ
の
禮
儀
は
い
か
に
、
こ
れ
だ
に
善
く
觀
ば
、
洋
行
の
手
柄

は
充
分
な
ら
む
と
い
は
れ
ぬ
〉
と
い
ふ
こ
と
だ
つ
た
。

　

靑
木
公
使
と
初
め
て
對
面
し
た
時
の
印
象
は
な
か
な
か
に
鮮
烈
な

も
の
だ
つ
た
ら
し
く
、
森
は
後
年
明
治
四
十
二
年
、
即
ち
二
十
六
年

も
の
後
に
な
つ
て
小
說
『
大
發
見
』
の
中
で
こ
の
時
の
公
使
の
說
敎

を
再
現
し
て
描
い
て
み
せ
て
ゐ
る
。
小
說
だ
か
ら
虚
構
に
近
い
潤
色

が
あ
る
と
も
み
ら
れ
よ
う
し
、
逆
に
公
表
自
傳
的
性
格
の
濃
い
『
獨

逸
日
記
』
よ
り
も
自
由
に
あ
り
の
ま
ま
を
描
い
て
ゐ
る
と
も
考
へ
ら

れ
よ
う
。
特
徴
的
な
部
分
を
抜
き
出
し
て
引
い
て
み
る
に
、

〈
…
…
日
本
人
に
し
て
は
、
か
な
り
大
男
で
あ
る
。
色
の
眞
黒

な
長
顏
の
額
が
、
深
く
左
右
に
抜
け
上
が
つ
て
ゐ
る
。
胡
麻
鹽

の
頬
髯
が
一
握
程
垂
れ
て
ゐ
る
。
獨
逸
婦
人
を
奥
さ
ん
に
し
て

を
ら
れ
る
と
い
ふ
こ
と
だ
か
ら
、
所
謂
ハ
イ
カ
ラ
ア
の
人
だ
ら

う
と
思
つ
た
と
こ
ろ
が
、
大
當
違
で
、
頗
る
蠻
風
の
あ
る
先
生

で
あ
る
。（
中
略
）

「
君
は
何
を
し
に
來
た
。」

「
衛
生
學
を
修
め
て
來
い
と
い
ふ
こ
と
で
ご
ざ
り
ま
す
。」
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あ
餘
り
堅
く
考
へ
ず
に
少
し
氣
樂
に
ド
イ
ツ
人
の
社
會
を
見
て
ゆ
く

が
よ
い
、
と
い
つ
た
氣
持
の
助
言
を
、
靑
木
一
流
の
蠻
風
を
以
て
口

に
し
た
の
だ
と
見
れ
ば
よ
い
で
あ
ら
う
。

　

衛
生
學
と
は
ば
か
な
事
を
、
と
い
ふ
の
は
も
ち
ろ
ん
靑
木
の
本
心

の
言
葉
で
は
な
い
。
靑
木
は
留
學
前
の
靑
年
時
代
に
郷
黨
の
名
士
大

村
益
次
郎
か
ら
そ
の
蘭
學
の
素
養
を
見
込
ま
れ
、
知
遇
を
得
て
ゐ
た

が
、
大
村
を
は
じ
め
同
藩
の
先
輩
逹
が
皆
兵
學
一
邊
倒
で
あ
る
の
に

對
し
て
は
異
見
を
懐
き
、〈
長
藩
は
既
に
數
名
の
學
生
を
歐
洲
に
派

遣
し
た
る
も
、
此
輩
は
孰
れ
も
兵
學
研
究
を
目
的
と
す
る
も
の
の
如

し
。
然
れ
ど
も
、
國
家
の
必
要
と
す
る
學
科
、
豈
獨
り
兵
學
の
み
に

止
ら
ん
や
。
醫
學
乁
び
衛
生
學
は
爲
政
上
最
も
緊
要
の
學
な
り
〉
と

の
感
想
を
有
し
て
ゐ
た
事
を
判
然
と
自
傳
に
書
き
つ
け
て
ゐ
る
。

　

そ
れ
と
も
う
一
つ
、
靑
木
は
性
格
と
し
て
い
は
ゆ
る
世
話
焼
き
好

き
で
あ
つ
た
。
フ
ラ
ン
ス
に
對
す
る
プ
ロ
イ
セ
ン
の
勝
利
の
報
に
觸

發
さ
れ
て
、
俄
か
に
多
數
の
留
學
生
が
ド
イ
ツ
に
出
現
し
た
次
第
は

先
に
記
し
た
が
、
靑
木
は
先
輩
と
し
て
自
然
に
留
學
生
總
代
即
ち
監

督
の
役
目
を
務
め
る
様
に
な
り
、
北
白
川
宮
能
久
親
王
の
軍
事
學
研

究
は
そ
の
本
來
の
使
命
と
し
て
當
然
な
が
ら
、
そ
の
隨
員
逹
一
同
が

皆
似
た
様
な
目
的
で
ド
イ
ツ
で
の
軍
事
研
究
に
入
ら
う
と
い
ふ
の
は

無
駄
な
話
で
あ
る
、
と
見
、
そ
の
人
々
の
器
量
・
性
格
・
好
尚
を
よ

く
觀
察
し
た
揚
句
に
、
次
々
と
各
種
の
修
學
目
標
を
割
り
當
て
、
そ

の
勸
奨
に
努
め
た
。

「
な
に
衛
生
學
だ
。
馬
鹿
な
事
を
い
ひ
付
け
た
も
の
だ
。
足
の

親
指
と
二
番
目
の
指
と
の
間
に
縄
を
挟
ん
で
歩
い
て
ゐ
て
、
人

の
前
で
鼻
糞
を
ほ
じ
る
國
民
に
衛
生
も
何
も
あ
る
も
の
か
。
ま

あ
、
學
問
は
大
概
に
し
て
、
ち
つ
と
歐
羅
巴
人
が
ど
ん
な
生
活

を
し
て
ゐ
る
か
、
見
て
行
く
が
宜
し
い
。」

「
は
い
。」

　

僕
は
一
汗
か
い
て
引
き
下
つ
た
。（
後
略
）〉

　

こ
の
短
篇
小
說
は
、
か
う
し
て
初
對
面
の
公
使
の
蠻
風
に
度
膽
を

抜
か
れ
た
椋
鳥
の
留
學
生
が
、
人
前
で
鼻
糞
を
ほ
じ
る
の
は
本
當
に

日
本
人
だ
け
な
の
か
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
に
は
絶
え
て
そ
ん
な
所
作
は

な
い
の
か
、
と
思
ひ
惱
ん
だ
末
に
、
半
世
紀
を
經
て
文
學
作
品
の
中

に
デ
ン
マ
ー
ク
人
が
人
前
で
そ
の
所
作
を
す
る
描
寫
が
あ
る
の
を
見

付
け
出
し
、
こ
の
「
大
發
見
」
に
一
安
心
す
る
話
で
あ
る
。

　

靑
木
が
新
米
の
陸
軍
二
等
軍
醫
森
林
太
郎
に
向
つ
て
、
衛
生
學
と

は
ば
か
な
事
を
言
ひ
付
け
た
も
の
だ
、
と
一
喝
し
た
の
は
も
ち
ろ
ん

逆
說
で
あ
る
。
そ
の
官
命
が
そ
の
時
現
に
ベ
ル
リ
ン
に
滞
在
中
の
橋

本
綱
常
軍
醫
監
や
大
山
巖
陸
軍
卿
の
意
に
出
た
も
の
で
あ
る
こ
と
く

ら
ゐ
、
靑
木
は
訊
か
な
く
て
も
知
つ
て
ゐ
た
は
ず
で
あ
る
。
彼
は
如

何
に
も
眞
面
目
さ
う
な
森
林
太
郎
靑
年
を
見
て
、
こ
の
學
生
が
橋
本

軍
醫
監
の
意
向
を
本
心
か
ら
謹
直
に
奉
じ
て
努
め
る
あ
ま
り
に
、
留

學
の
副
次
的
効
果
で
あ
る
歐
洲
人
の
思
想
と
社
會
生
活
一
般
に
向
け

て
の
觀
察
が
お
ろ
そ
か
に
な
り
は
し
な
い
か
と
思
ひ
遣
り
、

―
ま
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欣
然
と
し
て
靑
木
の
助
言
に
從
つ
た
者
も
居
た
が
、
餘
計
な
お
世

話
だ
と
ば
か
り
彼
の
指
導
者
面
に
反
撥
し
た
者
も
出
た
。
と
も
か
く

も
結
果
と
し
て
靑
木
の
助
言
に
よ
り
、
漠
然
と
ベ
ル
リ
ン
に
集
つ
て

ゐ
た
留
學
生
逹
は
、
政
治
學
、
軍
事
學
の
一
環
と
し
て
の
測
量
學
、

森
林
の
國
家
經
營
の
た
め
の
林
學
と
い
つ
た
分
野
に
専
攻
を
定
め
た

者
あ
り
、
又
國
軍
創
設
期
の
軍
服
の
需
要
見
込
を
擴
大
し
て
考
へ
て

羅
紗
製
織
の
技
術
を
習
得
せ
ん
と
し
た
者
あ
り
、
製
紙
工
業
の
開
發

に
進
ん
で
成
功
し
た
者
あ
り
、
果
て
は
、
學
問
的
素
養
は
な
い
が
職

工
と
し
て
の
素
質
の
あ
り
さ
う
な
者
を
選
ん
で
ビ
ー
ル
醸
造
の
技
術

を
學
ば
さ
れ
た
者
も
あ
つ
た
。
そ
し
て
こ
の
人
々
は
多
く
は
靑
木
の

見
込
と
期
待
に
應
へ
、
歸
國
後
に
夫
々
の
習
得
技
術
を
活
か
し
て
そ

の
事
業
で
の
成
功
者
と
な
る
の
で
あ
る
。

　

此
等
の
人
々
の
ド
イ
ツ
で
の
修
業
は
も
ち
ろ
ん
短
時
日
で
事
足
り

る
も
の
で
は
な
く
、
そ
の
専
攻
學
問
の
成
業
や
、
手
が
け
た
事
業
で

の
成
功
ま
で
に
は
本
人
の
努
力
と
そ
の
週
圍
の
環
境
の
長
い
熟
成
が

必
要
で
あ
つ
た
。
然
し
、
留
學
生
指
導
係
と
し
て
の
靑
木
が
此
の
様

な
廣
範
圍
な
る
西
學
東
漸
と
殖
產
興
業
の
布
石
を
打
つ
と
い
ふ
配
慮

に
出
精
し
た
の
は
、
明
治
四
年
か
ら
五
年
に
か
け
て
の
短
い
期
間
の

事
で
あ
る
。
即
ち
明
治
六
年
の
春
に
岩
倉
使
節
團
が
ド
イ
ツ
に
入
つ

た
時
に
は
、
靑
木
の
懐
い
て
ゐ
た
ド
イ
ツ
學
術
・
技
藝
の
日
本
へ
の

吸
收
・
移
入
の
構
想
は
、
大
き
な
全
體
的
見
取
圖
に
從
つ
て
と
い
ふ

形
で
は
な
く
、
謂
は
ば
實
現
性
の
あ
り
さ
う
な
契
機
に
手
當
り
次
第

に
着
手
す
る
と
い
ふ
緊
急
即
應
の
連
續
と
い
ふ
姿
で
は
あ
つ
た
が
、

既
に
着
實
に
、
實
現
へ
の
一
歩
を
踏
み
出
し
て
ゐ
た
。

四　

ビ
ス
マ
ル
ク
卓
話
と
モ
ル
ト
ケ
演
說

　

オ
ラ
ン
ダ
を
離
れ
、
ド
イ
ツ
に
入
國
し
た
使
節
團
一
行
は
ベ
ル
リ

ン
に
直
行
せ
ず
、
途
中
で
エ
ッ
セ
ン
に
一
泊
し
て
ク
ル
ッ
プ
の
工
場

を
見
學
し
た
。
久
米
の
本
領
と
い
ふ
べ
き
實
に
詳
細
で
緻
密
な
觀
察

記
録
が
作
ら
れ
て
ゐ
る
。
工
場
の
實
景
の
み
な
ら
ず
、
近
年
の
プ
ロ

イ
セ
ン
の
軍
事
強
國
と
し
て
の
成
功
は
、
ク
ル
ッ
プ
製
の
銃
砲
に
よ

る
所
が
大
き
い
、
と
し
て
英
・
佛
の
銃
砲
の
性
能
と
比
較
し
て
ク

ル
ッ
プ
製
の
鋼
鐵
に
よ
る
砲
の
威
力
に
つ
い
て
詳
し
く
記
し
て
ゐ
る

の
は
、
そ
の
工
場
で
受
け
た
要ブ

リ
ー
フ
ィ
ン
グ

點
說
明
の
忠
實
な
筆
記
で
あ
ら
う
か
。

そ
の
日
は
工
場
主
ク
ル
ッ
プ
の
私
邸
に
招
か
れ
て
晩
餐
の
饗
應
を
受

け
、
夜
行
列
車
で
ベ
ル
リ
ン
に
向
ふ
の
だ
が
、
そ
の
夜
汽
車
の
旅
を

叙
す
べ
き
部
分
で
、
久
米
は
或
る
註
目
す
べ
き
感
想
を
書
き
つ
け
て

ゐ
る
。
つ
ま
り
、
プ
ロ
イ
セ
ン
國
の
總
說
と
題
す
る
標
準
的
地
理
書

か
ら
の
翻
譯
と
思
し
き
、
各
國
訪
問
の
定
型
的
序
說
と
は
別
個
に
、

久
米
は
ク
ル
ッ
プ
訪
問
の
餘
說
で
あ
る
か
の
如
き
口
調
で
、
英
・
佛

と
は
異
な
る
プ
ロ
イ
セ
ン
の
特
徴
と
し
て
次
の
如
き
一
句
を
含
む
印

象
記
を
記
し
て
ゐ
る
。
即
ち
〈
…
…
其
國
是
ヲ
立
ル
ハ
、
反
テ
我
日

本
ニ
酷
タ
類
ス
ル
所
ア
リ
、
此
國
ノ
政
治
、
風
俗
ヲ
、
講
究
ス
ル
ハ
、

英
佛
ノ
事
情
ヨ
リ
、
益
ヲ
ウ
ル
コ
ト
多
カ
ル
ヘ
シ
（
後
略
）〉
と
。
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此
が
正
し
い
豫
感
で
あ
つ
た
か
、
あ
ら
ず
も
が
な
の
先
入
見
で
あ
つ

た
か
は
、
や
が
て
後
世
の
判
定
を
俟
つ
こ
と
に
な
る
で
あ
ら
う
。

　

使
節
團
一
行
は
明
治
六
年
三
月
九
日
の
朝
七
時
に
鐵
路
ベ
ル
リ
ン

に
到
着
し
た
。
前
記
の
如
く
迎
接
は
頗
る
鄭
重
で
、
殊
に
日
本
人
留

學
生
の
出
迎
へ
が
多
か
つ
た
事
が
、
英
佛
蘭
等
の
首
都
到
着
時
と
異

な
る
印
象
だ
つ
た
。
公
的
な
扱
ひ
の
點
で
も
、
久
米
が
〈
其
接
遇
ノ

厚
キ
、
他
ノ
諸
國
ニ
超
エ
タ
リ
〉
と
記
し
た
通
り
で
あ
つ
た
ら
う
。

　

都
府
と
し
て
の
ベ
ル
リ
ン
の
印
象
は
ロ
ン
ド
ン
や
パ
リ
に
比
べ
る

と
さ
ほ
ど
感
心
す
べ
き
も
の
で
は
な
か
つ
た
。
そ
こ
に
は
戰
勝
國
氣

分
の
輕
薄
と
同
時
に
、
ド
イ
ツ
民
族
が
隣
の
「
先
進
國
」
フ
ラ
ン
ス

の
文
化
に
對
し
て
抱
く
多
年
の
劣
等
感
、
簡
單
に
成
り
上
り
者
氣
分

に
毒
さ
れ
易
い
國
民
性
等
が
敏
感
に
看
て
取
ら
れ
て
ゐ
る
。
久
米
の

勉
強
の
結
果
に
よ
れ
ば
、
プ
ロ
イ
セ
ン
王
國
の
繁
榮
は
全
て
是
フ

リ
ー
ド
リ
ヒ
二
世
（
在
位
一
七
四
〇
―
一
七
八
六
）
の
遺
業
に
據
る
も

の
で
あ
る
。
此
王
は
〈
父
ノ
奢
侈
ヲ
鑑
ミ
、
儉
素
ヲ
以
テ
身
ヲ
律
シ
、

外
貌
ヲ
修
餝
ス
ル
コ
ト
ヲ
嫌
ヒ
、
死
後
ニ
一
ノ
新
衣
モ
ナ
カ
リ
シ
ト
、

故
ニ
今
ニ
至
ル
マ
テ
、
要
路
ノ
君
相
ハ
、
其
遺
風
ヲ
守
レ
ト
モ
〉
近

年
の
ベ
ル
リ
ン
都
人
士
の
風
俗
に
見
る
〈
奢
靡
淫
侈
ノ
増
長
ハ
〉
昔

年
の
面
目
を
裏
切
る
も
の
と
な
つ
て
ゐ
る
、
と
見
た
。（
瑣
事
の
様
で

は
あ
る
が
、
久
米
は
ウ
ン
タ
ー
・
デ
ン
・
リ
ン
デ
ン
と
い
ふ
都
大
路
の
或
る

冩
眞
店
で
男
女
秘
戯
の
冩
眞
を
賣
り
つ
け
て
ゐ
る
の
に
遭
遇
し
、〈
歐
洲
ノ

各
都
ニ
テ
、
春
畫
ヲ
公
然
ト
人
ニ
販ひ
さ

ク
ニ
ア
ヒ
シ
ハ
、
只
此
府
ア
ル
ノ
ミ
〉

と
慨
嘆
し
て
ゐ
る
。）

　

三
月
十
四
日
に
ジ
ー
メ
ン
ス
の
電
氣
機
器
工
場
を
視
察
し
て
例
の

如
き
精
緻
な
る
觀
察
を
記
し
、
つ
い
で
「
大
病
院
」
の
施
設
を
、
殊

に
院
内
の
空
氣
清
浄
化
裝
置
の
大
規
模
な
る
に
註
目
し
つ
つ
見
學
し
、

そ
の
効
果
を
詳
し
く
記
し
て
ゐ
る
。
こ
の
「
大
病
院
」
の
名
を
書
き

と
め
て
ゐ
な
い
が
、
お
そ
ら
くCharité

で
あ
ら
う
。
久
米
は
一
七

七
〇
年
に
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
二
世
の
代
に
創
立
さ
れ
た
も
の
と
記
し
て

ゐ
る
が
、
そ
れ
がCharité

の
こ
と
と
す
れ
ば
草
創
は
更
に
半
世
紀

を
遡
り
、
ブ
ラ
ン
デ
ン
ブ
ル
ク
選
帝
候
領
を
プ
ロ
イ
セ
ン
王
國
と
し

て
建
國
し
た
ホ
ー
エ
ン
ツ
ォ
ル
レ
ル
ン
王
家
の
初
代
、
フ
リ
ー
ド
リ

ヒ
一
世
が
ペ
ス
ト
患
者
救
濟
の
た
め
に
設
立
し
た
最
初
の
王
立
病
院

で
あ
る
。

　

三
月
十
五
日
に
は
午
前
中
に
テ
ィ
ア
ガ
ル
テ
ン
の
外
苑
に
あ
る
陶

器
工
場
を
見
物
す
る
。
政
府
の
保
護
下
に
あ
る
、
準
國
立
と
で
も
い

ふ
べ
き
大
規
模
な
設
備
な
の
で
プ
ロ
イ
セ
ン
政
府
側
の
案
内
を
受
け

た
も
の
ら
し
い
。〈
其
規
宇
甚
タ
大
ナ
ル
コ
ト
、
佛
國
ノ
「
セ
ー
ブ

ル
」
ニ
モ
超
越
ス
〉
と
の
印
象
だ
つ
た
。
午
後
は
王
宮
前
の
美
術
館

を
見
物
す
る
が
、
そ
の
一
劃
は
美
術
學
校
の
敎
室
に
充
て
ら
れ
て
ゐ

た
の
で
、
モ
デ
ル
を
使
つ
て
の
實
技
訓
練
も
眼
に
す
る
こ
と
が
で
き

た
。〈
此
日
ハ
一
ノ
美
婦
人
ア
リ
、
裸
體
ニ
テ
床
ニ
臥
シ
、
畫
工
ノ

粉
本
ト
ナ
レ
リ
、（
中
略
）
人
ノ
肉
體
ヲ
寫
ス
コ
ト
ハ
、
畫
工
ノ
最

モ
心
ヲ
盡
ス
伎
倆
ナ
リ
、
然
レ
ト
モ
其
精
ヲ
求
ム
ル
弊
ハ
、
此
醜
状
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ニ
至
ル
、
頗
ル
厭
フ
ヘ
キ
ヲ
覺
へ

（
マ
マ
（タ
リ
〉
と
の
感
想
が
あ
る
。

　

そ
の
日
の
夜
、
宰
相
ビ
ス
マ
ル
ク
よ
り
招
待
を
受
け
て
そ
の
宴
席

に
列
し
、
ビ
ス
マ
ル
ク
自
身
の
履
歴
回
想
談
を
交
へ
た
政
見
演
說
を

拜
聴
し
た
。
こ
の
演
說
原
文
は
ビ
ス
マ
ル
ク
全
集
中
の
演
說
集
に
收

め
ら
れ
て
ゐ
る
の
で
、
原
文
に
遡
つ
て
復
元
す
る
こ
と
も
で
き
る
が
、

田
中
彰
氏
の
編
註
（
（（
（

に
よ
れ
ば
久
米
が
筆
記
引
用
し
て
ゐ
る
所
は
十
分

詳
し
く
、
原
文
の
内
容
に
近
い
と
さ
れ
て
ゐ
る
の
で
、
そ
の
久
米
の

筆
録
部
分
を
以
下
に
現
代
口
語
文
に
翻
し
て
引
い
て
み
よ
う
。
ビ
ス

マ
ル
ク
自
ら
が
言
ふ
如
く
、
當
時
新
興
ド
イ
ツ
帝
國
が
西
歐
世
界
に

于
い
て
有
し
て
ゐ
た
國
際
政
治
的
地
位
は
、
そ
の
ビ
ス
マ
ル
ク
の
外

交
手
腕
と
戰
勝
國
と
し
て
の
威
名
に
も
拘
ら
ず
、
そ
れ
ほ
ど
列
強
の

認
承
を
得
て
の
安
定
し
た
も
の
で
は
な
か
つ
た
。
宰
相
自
身
は
國
際

社
會
に
于
い
て
ド
イ
ツ
帝
國
の
取
る
べ
き
出
處
進
退
の
法
を
極
め
て

慎
重
に
考
量
す
る
こ
と
を
怠
つ
て
ゐ
な
か
つ
た
。
そ
こ
に
極
東
の
新

興
國
日
本
に
對
し
て
の
親
近
感
も
あ
り
、
利
害
を
同
じ
う
す
る
後
進

の
弱
國
同
士
と
い
つ
た
外
交
驅
引
上
の
思
は
く
す
ら
あ
つ
た
。

　

久
米
が
〈
本
日
ノ
享
會
ニ
于
テ
、
侯
親
ラ
其
幼
時
ヨ
リ
ノ
實
歴
ヲ

話
シ
テ
言
フ
〉
と
し
て
引
用
し
て
ゐ
る
部
分
を
現
代
風
に
ほ
ぐ
し
て

引
け
ば
以
下
の
如
く
で
あ
る
。

―
輓
近
の
國
際
社
會
で
は
各
國
が
皆
、
親
睦
篤
く
禮
儀
正
し

く
交
際
し
て
ゐ
る
か
の
様
に
見
え
る
が
、
此
は
全
く
表
面
上
の

見
せ
か
け
で
あ
つ
て
、
陰
の
部
分
で
は
強
弱
互
ひ
に
凌
ぎ
合
ひ
、

大
小
互
ひ
に
侮
り
合
ふ
の
が
實
情
で
あ
る
。
予
の
幼
年
時
代
に

于
い
て
は
我
が
プ
ロ
イ
セ
ン
國
は
そ
の
弱
國
の
一
に
す
ぎ
な
か

つ
た
事
、
諸
氏
も
御
存
じ
の
通
り
で
あ
る
。
そ
の
當
時
、
弱
小

國
の
立
場
と
い
ふ
も
の
を
自
ら
經
驗
し
、
常
に
憤
懣
に
堪
へ
な

か
つ
た
こ
と
は
、
今
な
ほ
明
白
に
予
の
記
憶
の
中
に
あ
る
。
所

謂
國
際
公
法
な
る
も
の
は
、
列
國
の
夫
々
の
權
利
を
保
障
す
る

た
め
の
公
約
基
準
と
い
ふ
こ
と
に
な
つ
て
は
ゐ
る
が
、
強
大
國

の
立
場
に
あ
る
者
は
そ
れ
が
己
の
利
益
に
合
ふ
こ
と
な
ら
ば
國

際
法
の
規
約
を
言
ひ
立
て
て
他
に
讓
ら
ず
、
自
分
に
と
つ
て
不

利
だ
と
な
れ
ば
兵
力
に
訴
へ
て
國
際
法
の
規
約
を
枉
げ
よ
う
と

し
、
元
來
法
を
守
る
意
思
な
ど
は
持
た
な
い
。
弱
小
の
國
は
、

國
際
法
の
規
約
と
精
神
と
を
遵
守
す
る
こ
と
に
是
努
め
て
違
反

を
來
さ
ぬ
様
心
が
け
る
。
そ
れ
は
自
國
の
獨
立
主
權
を
維
持
せ

ん
た
め
に
義
理
を
果
す
姿
勢
な
の
だ
が
、
そ
ん
な
事
は
強
大
國

の
覇
權
主
義
的
政
略
に
直
面
す
れ
ば
脆
い
も
の
で
、
小
國
が
主

權
を
脅
か
さ
れ
る
危
險
は
常
に
存
し
た
。（
プ
ロ
イ
セ
ン
と
い
ふ

小
國
も
）
こ
の
現
實
に
ふ
れ
て
發
奮
し
、
結
局
は
國
家
の
武
力

を
伸
す
こ
と
に
よ
つ
て
ど
の
國
と
も
對
等
の
外
交
を
爲
し
得
る

國
に
な
ら
う
と
て
愛
國
心
の
涵
養
に
努
め
た
。
斯
く
努
め
る
こ

と
數
十
年
、
漸
く
近
年
に
至
つ
て
わ
づ
か
に
そ
の
目
標
に
近
づ

き
得
た
と
思
ふ
の
だ
が
、
そ
れ
は
我
が
國
が
諸
國
相
互
が
各
々

そ
の
獨
立
主
觀
を
完
全
に
維
持
し
得
る
と
い
ふ
状
態
を
望
ん
だ
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に
す
ぎ
な
い
。
と
こ
ろ
が
週
邊
諸
國
は
、
我
が
プ
ロ
イ
セ
ン
王

國
が
國
境
諸
方
面
に
出
兵
し
た
實
蹟
を
捉
へ
て
漫
り
に
此
を
憎

み
、
彼
の
國
は
好
ん
で
武
略
を
用
ゐ
て
他
國
の
主
權
を
侵
す
も

の
と
誹
謗
し
て
ゐ
る
由
で
あ
る
。
此
は
全
く
我
が
國
の
志
を
誤

解
せ
る
も
の
で
あ
る
。
我
が
國
は
唯
只
管
國
家
主
權
を
尊
重
す

る
の
心
か
ら
、
各
國
が
相
互
に
主
權
を
維
持
し
、
對
等
の
立
場

で
國
交
を
結
び
、
互
ひ
に
相
手
の
主
權
を
侵
害
す
る
こ
と
な
き

公
正
の
關
係
に
立
つ
こ
と
を
望
ん
で
ゐ
る
だ
け
で
あ
る
。
從
來

の
對
外
戰
爭
も
全
て
、
ゲ
ル
マ
ン
民
族
の
國
家
主
權
を
守
ら
ん

た
め
の
已
む
を
得
ざ
る
武
力
發
動
で
あ
つ
た
こ
と
は
、
世
界
の

有
識
者
逹
の
認
め
る
所
で
あ
る
。
聞
く
所
に
よ
れ
ば
、
英
佛
等

の
諸
國
は
海
外
に
植
民
地
を
貪
り
、
そ
の
物
產
を
收
奪
し
、
領

民
に
恣
な
る
壓
迫
を
加
へ
、
諸
國
が
皆
そ
の
覇
權
主
義
的
暴
力

的
所
業
を
憂
苦
の
種
と
し
て
ゐ
る
如
く
で
あ
る
、
歐
洲
諸
國
の

唱
へ
て
ゐ
る
親
善
外
交
の
呼
聲
は
未
だ
信
用
の
置
け
る
實
質
を

伴
つ
て
ゐ
な
い
。
こ
の
席
に
居
ら
れ
る
（
日
本
使
節
團
の
）
諸

氏
も
内
に
顧
み
て
ひ
そ
か
に
（
外
を
）
恐
れ
る
の
心
を
お
忘
れ

に
な
る
こ
と
は
あ
る
ま
い
。
是
と
て
も
亦
予
が
（
プ
ロ
イ
セ
ン

の
如
き
）
小
國
に
生
れ
、
國
際
關
係
の
現
實
を
よ
く
知
つ
て
ゐ

る
が
故
に
申
し
上
げ
得
る
こ
と
な
の
だ
。
予
が
週
邊
諸
國
の
と

か
く
の
言
分
を
顧
慮
す
る
こ
と
な
く
、
先
づ
國
家
主
權
の
獨
立

自
尊
を
目
標
と
し
て
努
力
し
て
來
た
本
心
も
亦
此
の
事
以
外
に

な
い
。
故
に
現
在
の
日
本
國
に
と
つ
て
親
善
外
交
を
心
懸
く
べ

き
相
手
國
は
多
々
あ
ら
う
と
思
ふ
が
、
獨
立
國
家
主
權
の
尊
重

を
第
一
と
考
へ
る
ド
イ
ツ
の
如
き
は
、
數
あ
る
中
で
の
最
髙
の

親
睦
國
と
い
へ
よ
う

―
。

と
い
つ
た
も
の
で
、
本
稿
筆
者
の
「
意
譯
」
の
度
の
甚
し
い
も
の
で

あ
る
こ
と
は
自
ら
認
め
る
が
、
そ
れ
は
ビ
ス
マ
ル
ク
が
本
心
か
ら
強

調
し
た
か
つ
た
趣
旨
を
現
代
常
用
の
政
治
學
的
語
彙
を
以
て
表
現
す

れ
ば
か
う
な
る
、
と
い
つ
た
形
で
あ
つ
て
、
決
し
て
曲
筆
を
敢
へ
て

し
た
も
の
で
は
な
い
。
久
米
は
こ
の
筆
録
の
後
に
、〈
交
際
ノ
使
臣
、

相
宴
會
ス
ル
際
ニ
、
此
語
ハ
甚
タ
意
味
ア
ル
モ
ノ
ニ
テ
、
此
侯
ノ
辭

令
ニ
嫻な

ら

ヘ
ル
ト
、
政
略
ニ
長
セ
ル
ト
ヲ
ヨ
ク
識
認
シ
テ
、
玩
味
ス
ヘ

キ
言
ト
謂
ツ
ヘ
シ
〉
と
書
き
添
へ
て
ゐ
る
。
こ
の
語
調
に
は
、
ビ
ス

マ
ル
ク
侯
さ
す
が
に
う
ま
い
こ
と
を
言
ふ
も
の
だ
、
と
で
も
言
ひ
た

げ
な
一
沫
の
皮
肉
を
こ
め
た
餘
裕
が
感
じ
ら
れ
て
面
白
い
。
元
來
怜

利
に
し
て
既
に
國
際
的
社
交
の
場
に
も
十
分
の
經
驗
を
積
ん
で
き
た

久
米
で
あ
れ
ば
、
こ
の
様
な
受
取
り
方
も
で
き
た
の
で
あ
ら
う
が
、

事
實
と
し
て
ビ
ス
マ
ル
ク
の
此
の
卓
話
は
、
當
時
の
日
本
に
と
つ
て

極
め
て
妥
當
な
、
そ
の
必
要
に
ぴ
た
り
と
當
て
は
ま
る
如
き
忠
言
に

な
つ
て
ゐ
る
こ
と
に
感
心
す
る
。
此
の
様
な
日
本
向
け
の
至
當
な
る

助
言
を
構
想
し
得
る
裏
に
は
當
時
の
日
本
の
國
際
的
地
位
に
つ
い
て
、

將
來
豫
想
さ
れ
る
微
妙
な
點
ま
で
を
押
へ
た
相
當
の
深
い
理
解
が
な

く
て
は
な
る
ま
い
。
そ
の
様
な
理
解
の
た
め
の
情
報
を
ビ
ス
マ
ル
ク
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に
提
供
し
得
た
人
物
と
し
て
最
も
考
へ
易
い
の
は
、
當
然
な
が
ら
靑

木
週
藏
ド
イ
ツ
公
使
で
あ
る
。
或
い
は
む
し
ろ
靑
木
の
秘
か
な
る
懇

望
に
よ
つ
て
、
ビ
ス
マ
ル
ク
が
使
節
團
に
對
す
る
國
際
外
交
の
奥
義

を
講
ず
る
役
割
を
引
受
け
た
の
だ
、
と
い
ふ
想
像
も
許
さ
れ
な
い
こ

と
は
あ
る
ま
い
。

　

ビ
ス
マ
ル
ク
卓
上
演
說
の
拜
聴
と
同
じ
脈
絡
で
特
記
し
て
お
く
べ

き
は
プ
ロ
イ
セ
ン
王
國
軍
參
謀
總
長
と
し
て
對
オ
ー
ス
ト
リ
ア
、
對

フ
ラ
ン
ス
兩
度
の
戰
爭
に
勇
名
を
馳
せ
た
モ
ル
ト
ケ
將
軍
の
議
會
演

說
を
筆
録
し
て
ゐ
る
事
で
あ
る
。
モ
ル
ト
ケ
は
一
八
七
二
年
に
ド
イ

ツ
帝
國
の
上
院
議
員
に
な
つ
て
ゐ
た
が
、
七
四
年
二
月
に
軍
事
總
裁

と
し
て
大
規
模
な
常
備
兵
力
増
強
の
必
要
を
議
會
で
提
案
す
る
。
特

記
す
べ
き
は
、
こ
の
演
說
が
七
四
年
、
即
ち
明
治
七
年
の
事
な
の
で

あ
る
か
ら
岩
倉
使
節
團
歸
國
後
の
事
で
あ
つ
て
、
使
節
團
は
現
地
に

ゐ
て
、
新
聞
等
で
こ
の
演
說
を
知
つ
た
わ
け
で
は
な
い
。
つ
ま
り

『
回
覧
實
記
』
の
記
録
と
は
な
り
得
な
い
後
日
の
話
な
の
で
あ
つ
て
、

久
米
は
歸
國
後
『
實
記
』
の
編
纂
中
に
こ
の
モ
ル
ト
ケ
演
說
の
筆
録

を
入
手
し
、
明
治
六
年
三
月
十
八
日
の
ベ
ル
リ
ン
滞
在
記
中
プ
ロ
イ

セ
ン
軍
の
兵
營
を
視
察
し
た
時
の
記
録
の
後
半
部
に
こ
れ
を
繰
り
入

れ
た
の
で
あ
る
。

　

ビ
ス
マ
ル
ク
卓
話
の
場
合
と
同
様
、
久
米
の
記
録
し
た
部
分
（〈
此

ニ
撮
略
シ
テ
記
シ
オ
ク
ベ
シ
〉
と
の
前
書
き
が
あ
る
か
ら
、
此
は
要
約
で
あ

ら
う
）
を
本
稿
筆
者
の
現
代
語
譯
を
以
て
、
少
々
長
文
な
る
を
厭
は

ず
に
引
用
し
て
お
く
。〈　

〉
内
は
久
米
の
原
文
の
辭
句
の
ま
ま
。

―
一
國
の
政
府
た
る
も
の
、
唯
儉
約
の
み
を
目
標
と
し
て
國

債
の
發
行
高
を
減
じ
、
國
民
の
稅
負
擔
の
輕
減
ば
か
り
を
考
慮

す
る
の
が
能
で
は
な
い
。
國
家
財
政
の
收
入
は
悉
く
國
家
緊
要

の
財
務
に
充
て
、
國
家
の
權
勢
を
外
に
向
け
て
發
揮
す
る
こ
と

を
務
め
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。〈
法
律
、
正
義
、
自
由
〉
の
原
理

は
國
内
の
民
生
の
保
護
の
準
則
と
し
て
は
十
分
で
あ
る
が
、
國

境
線
の
對
外
的
保
護
は
兵
力
に
よ
る
以
外
不
可
能
で
あ
る
。

〈
萬
國
公
法
〉
の
有
効
性
と
い
ふ
も
唯
國
家
の
軍
事
力
の
強
弱

に
よ
つ
て
決
る
も
の
で
あ
る
。
國
際
關
係
の
局
外
に
中
立
し
て

國
際
法
の
規
制
力
に
頼
ら
ん
と
い
ふ
の
は
弱
小
國
の
場
合
だ
け

で
あ
る
。
大
國
た
る
も
の
は
、
畢
竟
武
力
を
以
て
自
ら
の
主
張

す
る
權
利
を
貫
徹
す
べ
き
も
の
だ
。
軍
備
充
實
の
た
め
の
費
用

を
惜
ん
で
平
和
な
民
生
の
た
め
に
此
を
振
り
向
け
よ
う
と
い
ふ

の
は
誰
し
も
の
欲
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
一
旦
戰
爭
と
い
ふ

こ
と
に
な
れ
ば
、
多
年
の
勤
儉
に
よ
る
國
富
の
蓄
積
と
い
へ
ど

も
忽
ち
に
し
て
底
を
つ
い
て
し
ま
ふ
も
の
で
あ
る
。
ナ
ポ
レ
オ

ン
は
プ
ロ
イ
セ
ン
王
國
が
兵
力
貧
弱
で
軍
費
も
乏
し
か
つ
た
の

に
乘
じ
て
、
こ
の
貧
乏
國
か
ら
一
億
ド
ル
の
償
金
を
奪
ひ
取
つ

た
。
此
は
我
が
プ
ロ
イ
セ
ン
が
自
國
の
防
衛
費
を
節
約
し
た
結

果
、
そ
の
節
約
額
の
十
倍
を
敵
國
フ
ラ
ン
ス
の
兵
備
の
充
實
の

た
め
に
供
給
し
て
や
つ
た
こ
と
に
な
る
。
輓
近
國
内
に
于
い
て
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は
國
民
精
神
を
作
興
し
て
人
心
相
和
し
、
敎
育
の
實
も
擧
つ
て
、

國
家
の
基
礎
は
堅
牢
を
な
し
た
如
く
で
あ
る
が
、
國
境
の
守
り

と
い
ふ
こ
と
を
考
へ
た
時
は
果
し
て
如
何
で
あ
ら
う
か
。
平
和

は
長
く
續
き
さ
う
だ
と
の
兆
候
を
見
て
常
備
兵
力
を
削
減
す
る

の
方
向
は
將
來
に
于
い
て
こ
そ
希
望
す
べ
き
事
で
あ
る
が
、
現

在
直
ち
に
實
行
し
て
よ
い
様
な
方
策
で
は
勿
論
な
い
。
我
が
國

は
先
づ
兵
力
の
備
へ
を
嚴
に
し
、
武
力
を
以
て
歐
洲
の
安
全
保

障
に
寄
與
す
る
の
覺
悟
が
肝
要
で
あ
る
。
今
我
が
ド
イ
ツ
國
の

爲
す
べ
き
と
こ
ろ
は
如
何
。
歴
史
の
大
勢
を
見
る
に
、
半
年
の

武
力
行
使
に
よ
つ
て
得
た
る
成
果
は
、
之
を
維
持
す
る
に
五
十

年
の
武
力
を
以
て
す
る
必
要
が
あ
る
の
だ
。
是
は
現
實
に
、
さ

う
と
し
か
考
へ
ら
れ
な
い
算
用
で
あ
る
。
抑
〻
我
が
國
が
先
の

戰
爭
で
幸
ひ
に
し
て
大
勝
を
愽
し
た
、
そ
の
事
自
體
が
他
者
の

嫉
視
の
的
に
な
つ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
我
が
國
に
と
つ
て
の
眞

の
善
隣
友
好
の
國
な
ど
何
處
に
あ
る
か
。
四
隣
皆
我
が
國
の
強

大
な
ら
ん
勢
を
恐
れ
憎
む
こ
と
、
壁
に
描
い
た
惡
魔
の
像
に
對

す
る
如
き
も
の
が
あ
る
。
一
例
を
擧
げ
よ
う
。
ベ
ル
ギ
ー
は
今

國
内
に
親
佛
分
子
が
多
く
、
親
獨
派
は
少
數
で
あ
る
。
ド
イ
ツ

に
深
い
猜
疑
心
を
懐
い
て
ゐ
る
様
で
あ
る
が
、
此
は
我
が
國
が

フ
ラ
ン
ス
を
抑
へ
て
ベ
ル
ギ
ー
を
保
護
せ
ん
と
す
る
も
の
で
あ

る
こ
と
を
知
ら
な
い
の
だ
。
オ
ラ
ン
ダ
が
運
河
開
鑿
を
以
て
國

境
の
備
へ
と
な
す
の
は
我
が
ド
イ
ツ
に
對
し
て
の
心
算
で
あ
ら

う
。
こ
の
運
河
の
航
行
權
を
當
代
の
初
期
に
我
が
國
が
領
略
し

た
事
が
あ
る
が
、
そ
れ
は
オ
ラ
ン
ダ
の
國
益
を
考
へ
て
の
上
の

事
だ
つ
た
。
我
が
ド
イ
ツ
が
オ
ラ
ン
ダ
を
侵
略
し
よ
う
な
ど
謀

る
は
ず
は
な
い
の
で
あ
る
。
デ
ン
マ
ー
ク
が
海
軍
軍
備
を
擴
張

し
、
海
防
に
意
を
用
ゐ
て
ゐ
る
の
も
我
が
ド
イ
ツ
の
膨
張
を
意

識
し
て
の
こ
と
ら
し
い
。
果
し
て
ド
イ
ツ
に
膨
張
の
意
志
が
あ

る
と
す
れ
ば
、
ド
イ
ツ
が
ロ
シ
ア
の
東
海
岸
（
（（
（

を
掠
め
、
オ
ー
ス

ト
リ
ー
を
も
窺
ふ
と
い
ふ
こ
と
は
、
或
い
は
あ
る
か
も
し
れ
な

い
。
殊
に
フ
ラ
ン
ス
に
關
し
て
言
へ
ば
、
フ
ラ
ン
ス
は
近
年
兵

制
の
改
革
に
大
き
く
一
歩
を
進
め
、
さ
き
の
戰
爭
で
パ
リ
籠
城

戰
を
體
驗
し
た
復
員
兵
逹
が
フ
ラ
ン
ス
の
兵
制
改
革
の
主
導
力

を
な
し
た
。
外
に
對
し
て
は
フ
ラ
ン
ス
獨
自
の
構
想
に
な
る
兵

制
改
革
の
如
く
裝
ひ
な
が
ら
内
實
は
プ
ロ
イ
セ
ン
の
兵
制
の
模

倣
で
あ
る
。
全
國
的
規
模
の
徴
兵
制
を
敷
き
、
プ
ロ
イ
セ
ン
の

十
二
年
滿
期
に
對
し
二
十
年
の
期
を
定
め
、
滿
期
の
上
は
豫
備

役
に
編
入
し
、
現
役
兵
百
二
十
萬
、
在
郷
兵
士
百
萬
餘
と
す
る
。

當
備
兵
員
は
歩
兵
三
十
六
聯
隊
、
騎
兵
十
四
聯
隊
、
砲
兵
百
十

九
隊
の
増
員
を
決
定
し
た
。
議
會
に
于
い
て
は
、
財
源
の
確
保

を
問
は
ず
、
超
黨
派
の
一
心
協
力
を
取
付
け
、
軍
備
の
擴
張
を

至
上
命
令
と
し
て
軍
部
統
括
大
臣
の
要
求
の
ま
ま
に
千
七
百
萬

タ
ー
レ
ル
の
豫
算
計
上
を
承
認
し
た
。
パ
リ
市
廰
も
愛
國
心
昂

揚
の
目
的
を
以
て
練
兵
場
、
士
官
集
會
所
、
兵
器
庫
を
建
設
し
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て
ゐ
る
。
議
員
も
新
聞
の
論
說
も
表
向
き
太
平
を
唱
へ
て
ゐ
る

が
、
も
と
よ
り
そ
れ
は
本
心
で
は
な
く
、
政
權
を
左
右
し
て
ゐ

る
の
は
戰
闘
心
旺
盛
な
武
官
で
あ
る
。
パ
リ
市
民
の
言
論
の
動

向
を
察
す
る
に
、
ヴ
ォ
ー
ジ
ュ
山
脈
の
彼
方
で
は
官
民
一
體
、

志
す
と
こ
ろ
は
對
ド
イ
ツ
雪
辱
戰
の
一
事
に
盡
き
て
ゐ
る
。
私

の
今
主
張
す
る
所
は
フ
ラ
ン
ス
の
軍
備
擴
張
に
唯
模
倣
對
抗
し

て
の
増
兵
要
求
な
の
で
は
な
い
。
そ
の
員
數
は
た
だ
四
十
萬
一

千
人
で
足
り
る
と
言
つ
て
ゐ
る
の
だ
。
議
員
諸
氏
は
よ
く
目
下

の
形
勢
を
熟
察
さ
れ
た
い
。
こ
の
増
員
が
過
剰
な
り
と
し
て
入

費
を
爾
後
年
々
に
分
割
支
出
す
る
の
で
よ
い
の
か
。
速
か
な
る

決
斷
が
必
要
で
あ
る
。
現
在
の
情
勢
を
推
し
測
る
に
、
向
う
十

二
年
間
平
和
を
保
ち
得
る
の
保
証
は
な
い
。
一
旦
隣
國
と
の
間

の
平
和
が
破
れ
た
と
な
れ
ば
速
や
か
に
戰
ひ
を
決
斷
す
る
の
が

よ
い
の
だ
。
是
、
全
く
我
が
國
威
を
國
際
社
會
に
發
揚
し
、
且

つ
我
が
國
民
は
戰
ひ
に
于
け
る
勝
利
の
名
譽
を
欲
す
る
も
の
に

て
は
な
く
、
只
管
平
和
を
好
む
人
民
な
る
こ
と
を
世
界
に
向
け

て
立
証
せ
ん
が
た
め
に
他
な
ら
な
い
。
今
こ
こ
に
特
に
希
望
す

る
の
は
、
た
だ
平
和
を
保
ち
さ
へ
す
れ
ば
よ
い
と
い
ふ
の
で
は

な
い
。
ド
イ
ツ
が
そ
の
國
際
平
和
の
管
理
者
と
な
り
、
ド
イ
ツ

は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
中
心
に
位
置
す
る
以
上
、
全
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の

平
和
の
保
護
者
た
る
資
格
あ
り
と
國
際
社
會
を
し
て
言
は
し
め

る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
目
的
を
逹
成
す
る
手
段
は
専
ら
軍
備
の

充
實
と
振
興
に
あ
る
―
―
。

　

以
上
の
如
き
も
の
で
あ
つ
て
、
こ
こ
に
は
、
本
人
が
い
く
ら
平
和

の
維
持
・
確
保
と
い
ふ
至
上
の
目
的
を
逹
成
す
る
た
め
の
手
段
と
し

て
、
と
の
辯
明
を
構
へ
た
と
こ
ろ
で
、
政
治
に
于
け
る
「
力
」
の
信

奉
者
と
し
て
の
武
將
モ
ル
ト
ケ
の
素
顏
が
隠
し
様
も
な
く
透
け
て
見

え
て
ゐ
る
。
全
歐
洲
の
警
察
官
を
以
て
自
負
す
る
新
興
ド
イ
ツ
帝
國

の
抱
負
の
代
辯
者
と
し
て
の
モ
ル
ト
ケ
の
面
目
躍
如
た
る
も
の
が
あ

る
。

　

久
米
が
『
米
歐
回
覧
實
記
』
の
前
提
的
約
束
を
破
る
形
で
、「
回

覧
」
の
旅
の
枠
外
の
も
の
で
あ
る
モ
ル
ト
ケ
議
會
演
說
を
敢
へ
て
こ

こ
に
纂
入
し
た
意
圖
は
察
す
る
に
難
し
い
こ
と
で
は
な
い
。
既
に
上

記
し
た
如
く
、
ビ
ス
マ
ル
ク
の
卓
上
講
話
の
意
味
深
重
な
る
に
深
く

惹
か
れ
る
と
こ
ろ
の
あ
つ
た
久
米
が
、
そ
の
趣
旨
の
延
長
線
上
に
捉

へ
て
モ
ル
ト
ケ
演
說
の
具
體
性
に
亦
感
ず
る
と
こ
ろ
あ
り
、
そ
の
系

と
し
て
譯
出
・
紹
介
を
試
み
た
と
見
る
の
が
妥
當
で
あ
ら
う
。
兩
者

の
論
を
併
せ
見
て
そ
こ
に
通
貫
し
て
ゐ
る
の
は
、〈
萬
國
公
法
〉
の

美
名
に
瞞
さ
れ
る
な
、
と
の
強
い
警
告
で
あ
る
。
弱
小
國
に
と
つ
て

國
際
法
の
規
約
は
と
か
く
正
義
の
保
障
裝
置
と
し
て
頼
も
し
く
映
ず

る
こ
と
は
あ
る
。
だ
が
國
際
法
な
る
も
の
は
畢
竟
此
を
「
力
」
を
以

て
運
用
す
る
強
大
國
に
と
つ
て
の
利
器
な
の
で
あ
つ
て
、
法
の
効
力

を
保
障
す
る
の
は
觀
念
と
し
て
の
正
義
で
は
な
く
て
現
實
と
し
て
の

強
國
の
武
力
で
あ
る
。
そ
の
武
力
の
方
向
が
弱
小
國
の
利
害
と
一
致
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す
れ
ば
よ
し
、
相
反
す
る
場
合
に
は
法
に
謳
は
れ
た
正
義
は
所
詮
は

繪
に
畫
い
た
餠
以
上
の
も
の
で
は
な
い
。

　

實
は
こ
ん
な
わ
け
あ
ひ
は
、
ビ
ス
マ
ル
ク
侯
の
懇
切
な
說
喩
に
聞

く
ま
で
も
な
く
、
日
本
人
使
節
團
の
面
々
に
と
つ
て
は
、「
非
理
法

權
天
」
の
菊
水
の
旗
印
を
揚
げ
て
義
臣
逹
の
苦
闘
し
た
我
が
南
北
朝

時
代
の
故
事
以
來
熟
知
の
世
間
知
で
あ
る
。
だ
が
米
歐
文
明
へ
の
只

管
な
る
欣
慕
の
情
に
胸
を
膨
ら
ま
せ
て
歴
訪
の
旅
を
續
け
て
き
た
使

節
團
に
と
つ
て
、
西
歐
の
文
明
社
會
と
は
、
現
實
に
は
極
め
て
苛
烈

な
る
力
と
力
と
の
鬩
ぎ
合
ひ
の
場
な
の
だ
、
甘
く
見
て
は
い
け
な
い
、

油
斷
は
禁
物
、
と
言
は
ん
ば
か
り
の
ビ
ス
マ
ル
ク
の
回
顧
談
は
や
は

り
表
向
き
の
歡
迎
、
好
意
溢
れ
る
接
遇
の
奥
底
に
ひ
そ
め
た
一
滴
の

苦
い
良
藥
の
役
割
を
果
し
た
で
あ
ら
う
。
そ
の
忠
言
の
う
ら
づ
け
の

念
書
と
し
て
、
モ
ル
ト
ケ
の
議
會
演
說
を
ベ
ル
リ
ン
滞
在
記
中
に
敢

へ
て
插
入
し
た
久
米
の
情
報
感
覺
は
や
は
り
銳
い
も
の
だ
つ
た
と
評

し
て
よ
い
。
こ
の
演
說
へ
の
註
目
を
す
す
め
た
の
が
是
亦
靑
木
週
藏

の
示
唆
で
あ
つ
た
か
ど
う
か
、
判
斷
の
資
料
が
な
く
、
不
詳
と
い
ふ

他
な
い
の
で
、
こ
こ
で
は
敢
へ
て
忖
度
に
は
乁
ば
な
い
で
お
く
。

　

結
果
と
し
て
言
へ
る
こ
と
は
、『
米
歐
回
覧
實
記
』
の
公
刋
が
實

現
し
た
明
治
十
一
年
末
以
降
、
日
本
の
知
識
人
は
、
特
に
當
然
な
が

ら
陸
軍
關
係
者
逹
は
、
簡
單
な
概
略
な
が
ら
も
、
髙
名
な
る
ヘ
ル

ム
ー
ト
・
フ
ォ
ン
・
モ
ル
ト
ケ
伯
の
戰
略
論
の
一
端
に
ふ
れ
て
國
際

戰
略
へ
の
興
味
を
喚
起
さ
れ
る
可
能
性
を
有
つ
こ
と
に
な
つ
た
。
そ

れ
以
前
に
も
、
早
い
時
期
の
ド
イ
ツ
視
察
者
山
縣
有
朋
や
、
普
佛
戰

爭
の
觀
戰
武
官
と
し
て
渡
獨
し
た
大
山
巖
、
品
川
彌
二
郎
、
桂
太
郎
、

又
兵
學
研
究
の
留
學
生
た
る
北
白
川
宮
能
久
親
王
な
ど
は
ベ
ル
リ
ン

の
現
地
に
于
い
て
ド
イ
ツ
人
將
官
逹
か
ら
直
接
に
、
或
い
は
靑
木
週

藏
公
使
の
口
か
ら
モ
ル
ト
ケ
の
髙
名
を
聞
き
、
ひ
よ
つ
と
す
れ
ば
本

人
に
面
晤
す
る
機
を
得
た
者
も
あ
つ
た
か
も
し
れ
な
い
。
然
し
か
か

る
元
勳
級
の
髙
官
で
は
な
く
、
中
堅
級
の
知
的
軍
人
層
に
モ
ル
ト
ケ

の
存
在
を
敎
へ
た
の
は
『
米
歐
回
覧
實
記
』
の
こ
の
記
事
で
あ
つ
た

ら
う
。

　

此
事
は
更
に
、
モ
ル
ト
ケ
の
名
を
知
つ
た
者
が
、
こ
の
名
將
が
奉

じ
て
ゐ
た
兵
事
哲
學
者
カ
ー
ル
・
フ
ォ
ン
・
ク
ラ
ウ
ゼ
ヴ
ィ
ッ
ツ
の

名
を
も
知
り
、
此
に
興
味
を
抱
く
こ
と
も
生
じ
た
の
で
は
な
い
か
と

の
聯
關
を
推
測
さ
せ
る
。

　

現
實
に
ク
ラ
ウ
ゼ
ヴ
ィ
ッ
ツ
の
戰
爭
哲
學
に
興
味
を
抱
き
、
何
と

か
し
て
此
を
解
讀
し
よ
う
と
志
し
た
の
が
明
治
十
六
年
に
ド
イ
ツ
に

留
學
し
た
陸
軍
士
官
學
校
第
二
期
卒
業
生
の
早
川
怡
與
造
大
尉
で
あ

る
。
早
川
は
も
ち
ろ
ん
モ
ル
ト
ケ
に
近
づ
い
た
。
親
炙
の
度
合
ひ
は

想
像
す
る
以
外
に
な
い
が
、
と
に
か
く
そ
の
敎
示
に
よ
つ
て
ク
ラ
ウ

ゼ
ヴ
ィ
ッ
ツ
翻
譯
の
志
を
立
て
た
の
で
あ
つ
た
ら
う
。
然
し
、
此
が

頗
る
難
解
の
書
で
あ
る
。
早
川
は
彼
よ
り
一
年
後
に
留
學
し
た
森
林

太
郎
と
早
い
時
期
に
親
交
を
結
ぶ
（
（（
（

が
、
森
の
ド
イ
ツ
語
學
力
の
卓
抜

な
る
に
着
目
し
、
偶
々
森
が
明
治
二
十
年
春
に
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
か
ら
ベ
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ル
リ
ン
大
學
に
移
つ
て
來
て
、
ベ
ル
リ
ン
で
日
常
的
に
交
際
す
る
こ

と
に
な
つ
た
の
を
好
機
と
し
て
、
森
に
個
人
敎
授
を
受
け
る
と
い
ふ

形
で
明
治
二
十
一
年
一
月
か
ら
二
月
に
か
け
て
ク
ラ
ウ
ゼ
ヴ
ィ
ッ
ツ

『
戰
爭
論
』
を
講
讀
し
て
も
ら
ふ
（
（（
（

。

　

ク
ラ
ウ
ゼ
ヴ
ィ
ッ
ツ
の
戰
爭
哲
學
を
、〈
日
露
戰
爭
に
間
に
合
ふ

様
に
〉
日
程
を
組
ん
で
小
倉
第
十
二
師
團
の
將
校
逹
に
講
義
し
、
そ

の
重
要
な
部
分
の
譯
稿
を
作
つ
て
や
つ
た
の
は
森
林
太
郎
軍
醫
監
の

不
朽
の
功
績
で
あ
る
が
、
最
初
に
こ
の
戰
爭
哲
學
に
着
目
し
、
八
歲

年
下
の
森
林
太
郎
一
等
軍
醫
に
慫
慂
し
て
二
人
で
此
の
書
の
解
讀
に

志
を
立
て
た
の
は
早
川
の
見
識
に
よ
る
こ
と
で
あ
る
。
早
川
大
尉
と

は
、
改
め
て
言
ふ
ま
で
も
な
く
、
日
露
開
戰
の
豫
想
が
濃
く
な
つ
た

明
治
三
十
五
年
四
月
に
は
參
謀
次
長
に
補
せ
ら
れ
、
陸
軍
全
體
の
頼

み
の
綱
で
あ
つ
た
田
村
怡
與
造
中
將
の
士
官
時
代
の
姓
で
あ
る
。
彼

は
三
十
六
年
十
月
に
過
勞
の
た
め
五
十
の
若
さ
で
死
去
し
た
が
、
ク

ラ
ウ
ゼ
ヴ
ィ
ッ
ツ
へ
の
着
目
は
森
を
通
じ
て
不
朽
の
功
績
と
し
て
後

世
に
遺
つ
た
。
そ
し
て
早
川
を
此
擧
に
導
い
た
最
初
の
因
縁
が
、
實

に
久
米
邦
武
に
よ
る
モ
ル
ト
ケ
の
戰
略
思
想
の
紹
介
に
あ
つ
た
の
で

は
な
い
か
、
と
、
此
は
本
稿
の
筆
者
の
所
詮
は
想
像
に
よ
る
筋
書
で

あ
る
。
だ
が
こ
の
様
な
想
像
を
許
す
と
こ
ろ
に
歴
史
學
び
の
懐
の
深

さ
が
あ
る
と
も
言
ひ
得
る
で
あ
ら
う
。

　

　

註
（
1
）　

例
へ
ば
、
泉
三
郎
『
堂
々
た
る
日
本
人
・
知
ら
れ
ざ
る
岩
倉
使
節

団
』（
平
成
八
年
、
祥
伝
社
）、
芳
賀
徹
編
『
岩
倉
使
節
団
の
比
較

文
化
史
的
研
究
』（
平
成
十
五
年
、
思
文
閣
出
版
）

（
2
）　

本
稿
は
岩
波
文
庫
版
（
三
）
の
第
五
十
五
～
六
十
巻
、（
五
）
の

第
七
十
～
七
十
二
巻
を
考
察
の
對
象
と
し
て
ゐ
る
。

（
3
）　

例
へ
ば
、
久
米
邦
武
『
久
米
愽
士
九
十
年
回
顧
録
』（
昭
和
九
年
、

早
稲
田
大
學
出
版
部
）
の
下
巻
が
あ
る
。

（
4
）　

岩
波
文
庫
版
（
一
）
乁
び
（
五
）
の
巻
末
解
說
。

（
（
）　
『
福
田
恆
存
全
集
』
第
五
巻
（
昭
和
六
十
二
年
、
文
藝
春
秋
）
所

收
「
ラ
イ
シ
ャ
ワ
ー
攻
勢
と
い
ふ
事
」
以
下
數
篇
に
ラ
イ
シ
ャ

ワ
ー
氏
の
日
本
近
代
史
觀
の
紹
介
と
そ
れ
へ
の
批
評
が
述
べ
ら
れ

て
ゐ
る
。

（
（
）　

右
の
福
田
氏
の
評
論
で
は
こ
の
語
が
用
ゐ
ら
れ
て
ゐ
る
が
、
本
稿

の
筆
者
の
記
憶
に
は
〈
ラ
イ
シ
ャ
ワ
ー
路
線
〉
と
い
ふ
呼
び
方
も

殘
つ
て
ゐ
る
。

（
（
）　

ハ
ー
バ
ー
ト
・
ノ
ー
マ
ン
『
日
本
に
お
け
る
近
代
國
家
の
成
立
』

（
昭
和
二
十
八
年
、
岩
波
書
店
）
が
そ
の
元
凶
で
あ
る
と
い
ふ
の

が
定
評
で
あ
る
が
、
本
稿
の
筆
者
は
幸
か
不
幸
か
該
書
に
ふ
れ
た

こ
と
が
な
く
、
多
く
そ
の
亞
流
の
史
家
逹
の
說
を
通
じ
て
そ
の
偏

向
と
歪
曲
を
認
識
し
た
。

（
8
）　

犬
塚
孝
明
『
薩
摩
藩
英
國
留
學
生
』（
昭
和
四
十
九
年
、
中
公
新

書
）

（
（
）　
『
幕
末
維
新
パ
リ
見
聞
記
』（
井
田
進
也
校
註
、
平
成
二
十
一
年
、

岩
波
文
庫
）
所
收
、
成
島
柳
北
「
航
西
日
乘
」、
古
く
は
「
明
治

文
化
全
集
」
所
收
の
版
本
が
あ
つ
た
。

（
10
）　

右
に
同
じ
文
庫
本
所
收
、
栗
本
鋤
雲
「
暁
窓
追
録
」
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（
11
）　
『
靑
木
週
藏
自
傳
』（
坂
根
義
久
校
註
、
昭
和
四
十
五
年
、
平
凡
社

東
洋
文
庫
）

（
12
）　

森
有
禮
と
伊
藤
愽
文
兩
人
だ
つ
た
と
さ
れ
て
ゐ
る
。

（
13
）　

大
日
本
帝
國
憲
法
の
制
定
過
程
に
ひ
そ
む
こ
の
問
題
は
獨
立
の
論

文
と
し
て
扱
ふ
に
足
る
重
要
な
主
題
で
あ
る
。

（
14
）　

森
鷗
外
『
獨
逸
日
記
』、
最
新
の
版
本
は
菊
判
『
鷗
外
全
集
』
第

三
十
五
巻
（
昭
和
五
十
一
年
、
岩
波
書
店
）
所
收
。

（
1（
）　
『
特
命
全
權
大
使
米
歐
回
覧
實
記
』（
岩
波
文
庫
版
）（
三
）
の
三

八
八
頁
、
田
中
彰
氏
校
註
に
よ
る
。

（
1（
）　

原
文
〈
露
西
亞
ノ
東
海
岸
ヲ
掠
メ
〉
の
表
現
は
、
そ
の
ま
ま
讀
む

と
シ
ベ
リ
ア
大
陸
の
極
東
部
を
指
す
か
の
如
く
で
あ
る
が
、
こ
れ

は
バ
ル
ト
海
の
こ
と
で
、
ド
イ
ツ
で
こ
の
海
を
〈
東
海
〉
と
呼
ん

で
ゐ
る
の
を
受
け
て
の
事
で
あ
る
。

（
1（
）　

森
林
太
郎
と
早
川
怡
與
造
は
明
治
十
八
年
十
月
に
ド
レ
ス
デ
ン
で

相
識
と
な
つ
た
。
明
治
二
十
年
四
月
以
降
、
共
に
ベ
ル
リ
ン
在
住

の
留
學
生
と
し
て
親
交
を
深
め
る
。

（
18
）　
『
獨
逸
日
記
』
に
よ
れ
ば
明
治
二
十
一
年
一
月
十
八
日
に
講
讀
を

始
め
、
毎
週
二
回
の
授
業
を
二
月
末
ま
で
續
け
た
ら
し
い
。

（
東
京
大
學
名
譽
敎
授
）


